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一　はじめに

1

略
　
伝

一
　
は
じ
め
に

　

私
を
ご
存
知
の
方
は
、
何
故
佐
々
木
が
芳は

賀が

矢や

一い
ち

を
論
ず
る
の
か
と
、
奇
異
に
思
わ
れ
る
方
が
大
半
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

ち
ょ
っ
と
考
え
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
返
さ
れ
る
方
も
何
割
か
は
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
自
身
も
不
思
議
な
気
持
ち
を
拭
え
な

い
の
だ
が
、
最
初
に
、
明
治
以
降
を
研
究
対
象
か
ら
外
し
て
日
本
の
書
物
史
を
学
ん
で
い
る
私
が
、
ど
う
し
て
芳
賀
矢
一
と
い
う
近
代

国
文
学
草
創
期
の
巨
頭
に
つ
い
て
執
筆
す
る
の
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
、
記
す
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

書
物
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
と
し
て
は
、「
書
誌
学
」
あ
る
い
は
「
文
献
学
」
と
い
う
名
称
が
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
両
者
が
ど
う
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
意
識
あ
る
い
は
認
識
し
て
い
る
人
は
殆
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
も
、
両
者
に
は
重
な
り
あ
う
部
分
が
あ
る
の
は

確
か
で
、
私
自
身
は
「
書
誌
学
」
を
学
ん
で
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る
の
だ
が
、
私
を
「
文
献
学
」
の
人
と
分
類
す
る
の
も
、
必
ず
し
も

間
違
い
で
は
な
い
。

　

私
は
以
前
に
、
日
本
の
文
献
学
の
代
表
的
な
成
果
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
池い
け

田だ

亀き

鑑か
ん

編
『
源
氏
物
語
大
成
』
全
八
巻（
中

央
公
論
社
、
一
九
五
三
―
五
六
年
）の
「
校
異
編
」
に
お
い
て
、
本
文
比
較
の
中
心
と
し
て
利
用
さ
れ
た
伝
本
の
認
識
が
、
根
本
的
に
誤
っ
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て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
論
文
を
発
表
し
た（「「
大
島
本
源
氏
物
語
」
の
書
誌
学
的
研
究
」〈『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
〉、

初
出
は
『
斯
道
文
庫
論
集
』
四
十
一
輯〈
二
〇
〇
七
年
二
月
〉）。
そ
の
時
か
ら
、
事
実
の
積
み
重
ね
を
基
に
し
、
科
学
的
な
考
察
を
加
え
て
出

さ
れ
た
は
ず
の
認
識
に
、
何
故
誤
認
が
あ
る
の
か
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
時
に
、
日
本
文
献
学
を
創
始
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
芳
賀
矢
一
に
つ
い
て
執
筆
し
て
み
な
い
か
と
声
を
掛
け
て
い

た
だ
い
た
。
芳
賀
と
い
え
ば
、『
源
氏
物
語
大
成
』「
校
異
編
」
の
基
と
な
っ
た
、『
校
異
源
氏
物
語
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
二
年
）の
編

者
と
な
っ
て
い
る
「
芳
賀
矢
一
博
士
記
念
会
」
の
、
芳
賀
博
士
そ
の
人
で
あ
る
。
芳
賀
矢
一
に
つ
い
て
学
べ
ば
、
そ
の
理
由
も
わ
か
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
軽
い
気
持
ち
で
調
べ
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
文
献
学
ど
こ
ろ
か
、
近
代
国
文
学
の
父
と
も
い
え
る
芳
賀
の
業
績
は
巨
大

で
あ
り
、
中
世
和
歌
と
書
物
史
を
中
心
に
学
ん
で
き
た
私
の
手
に
は
あ
ま
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
判
明
し
た
。
そ
れ

と
共
に
、
一
口
に
「
文
献
学
」
と
い
っ
て
も
、
芳
賀
の
そ
れ
と
池
田
の
も
の
と
で
は
、
実
態
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
た
。
知
る
人
は
知
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、「
文
献
学
」
と
「
書
誌
学
」
以
上
に
、「
池
田
文
献
学
」
と
「
芳
賀
文

献
学
」
は
、
同
じ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

個
人
的
な
興
味
に
終
始
し
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
芳
賀
矢
一
の
文
献
学
と
は
な
に
か
に
焦
点
を
あ
て
て
、
芳
賀
の
研
究
を
考

察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
佐
々
木
ら
し
い
芳
賀
矢
一
論
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
　
略
伝
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「
矢
一
の
年
は
明
治
よ
り
一
年
上
で
あ
る
」。
風か
ざ

巻ま
き

景け
い

次じ

郎ろ
う

「
芳
賀
矢
一
と
藤ふ
じ

岡お
か

作さ
く

太た

郎ろ
う

―
黎
明
期
の
民
族
の
発
見
」（『
文
学
』
二
十

三
巻
十
一
号
、
一
九
五
五
年
十
二
月
）の
中
の
と
あ
る
段
落
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
芳
賀
矢
一
よ
り
三
十
五
年
遅
れ
て
一
九
〇
二
年（
明
治
三

十
五
）に
生
ま
れ
た
景
次
郎
は
、
そ
の
没
年
で
あ
る
一
九
六
〇
年（
昭
和
三
十
五
）よ
り
も
数
年
の
後
に
生
ま
れ
た
稿
者
の
世
代
で
も
、
名

著
『
中
世
の
文
学
伝
統
』
で
培
わ
れ
た
、
反
骨
精
神
に
溢
れ
た
気
鋭
の
国
文
学
研
究
者
と
し
て
の
印
象
が
濃
い
憧
憬
の
対
象
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
こ
ん
な
一
文
に
も
単
純
に
し
び
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
文
章
は
、「
自
由
民
権
思
想
の
下
火
に
な
っ
て
い
っ
た
中
で
成
人

に
達
し
よ
う
と
し
た
彼
は
、
国
粋
主
義
の
勃
興
す
る
時
勢
の
中
で
二
十
代
の
自
分
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
続
く
。
時
代
の

申
し
子
と
し
て
矢
一
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

痩
せ
形
で
口
元
が
引
き
締
ま
り
、
秀
で
た
額
と
い
つ
も
眉
間
に
皺
が
寄
っ
て
い
そ
う
な
目
付
き
の
白
黒
写
真
の
景
次
郎
は
、
そ
の
著

作
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
全
く
裏
切
ら
な
い
。
そ
の
景
次
郎
が
「
学
窓
に
あ
っ
た
大
正
末
期
」
に
す
で
に
「
伝
説
中
の
影
像
で
あ
っ

た
」（
同
上
）と
記
す
矢
一
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
国
文
学
の
教
授
で
、
國
學
院
大

学
の
創
立
に
貢
献
し
た
人
ら
し
い
と
い
っ
た
印
象
し
か
な
か
っ
た
の
が
正
直
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
写
真
を
見
て
も
、
ゆ
で
卵
の
よ
う
な
頭
に
、
裾
の
広
が
っ
た

大
き
な
鼻
と
眼
鏡
の
奥
の
小
さ
な
目
が
印
象
的
で
、
村
夫
子
あ
る
い
は
好
々
爺
と

い
う
単
語
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
風
貌
で
あ
り
、
煌
め
く
勲
章
を
幾
つ
も
胸
に

並
べ
た
大
仰
な
礼
服
の
姿
と
は
、
ど
う
に
も
違
和
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
違
和
感
こ
そ
が
、
矢
一
と
い
う
人
物
の
人
生
を
象
徴
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
、
経
歴
を
知
り
、
著
作
類
を
読
む
ほ
ど
に
強
く
な
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っ
て
い
っ
た
。

　
「
学
風
と
は
畢
竟
学
問
の
風
格
で
あ
る
。
学
問
の
風
格
と
は
、
学
者
の
風
格
が
必
然
に
其
の
学
問
に
反
映
し
た
何
も
の
か
で
あ
る
」

と
は
、
高た
か

木ぎ

市い
ち

之の

助す
け

が
『
国
語
と
国
文
学
』
の
特
集
号
「
芳
賀
博
士
と
明
治
大
正
の
国
文
学
」（
一
九
三
七
年
四
月
）に
寄
せ
た
「
芳
賀
博

士
の
学
風
」
中
の
一
文
で
あ
る
。
高
木
は
真ま

淵ぶ
ち

・
宣の
り

長な
が

・
篤あ
つ

胤た
ね

の
学
風
の
相
違
を
そ
れ
ぞ
れ
の
風
格
の
違
い
の
反
映
と
説
き
、
矢
一
の

学
風
も
そ
の
風
格
の
反
映
で
あ
り
、「
風
格
を
離
れ
て
学
風
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。
矢
一
の
学
問
を
考
え

る
に
は
、
や
は
り
そ
の
風
格
の
形
成
と
密
接
に
関
わ
る
彼
の
人
生
を
追
う
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

父
祖
に
つ
い
て

　

矢
一
は
慶
應
三
年（
一
八
六
七
）の
生
ま
れ
な
の
で
、
か
ろ
う
じ
て
江
戸
時
代
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
年
の
生
ま
れ
に
は
、

夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

・
南み
な

方か
た

熊く
ま

楠ぐ
す

・
幸こ
う

田だ

露ろ

伴は
ん

・
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

等
が
い
る
。
江
戸
の
太
平
は
疾
う
に
過
去
で
あ
り
、
激
動
の
時
代
の
影
響
を
真
っ
正

面
か
ら
浴
び
た
世
代
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
矢
一
の
生
涯
は
誠
に
興
味
深
い
の
だ
が
、
明
治
維
新
が
な
け
れ
ば
矢
一
が
歴
史

に
名
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
と
、
人
と
い
う
も
の
は
、
運
命
や
時
代
・
社
会
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
生
か

さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。

　

比
較
的
新
し
く
詳
細
で
あ
る
『
芳
賀
矢
一
選
集　

第
七
巻
』（
國
學
院
大
学
、
一
九
九
二
年
、
以
下
『
選
集
』
と
略
称
）所
収
の
「
年
譜
」

に
拠
る
と
、
誕
生
日
は
五
月
十
四
日
で
、
福
井
県
足
羽
郡
佐
佳
枝
上
町
三
十
二
番
地（
現
在
の
福
井
市
栄
町
）の
母
方
の
実
家
、
斯
波
家
で

生
ま
れ
た
と
い
う
。
母
方
の
祖
父
迂
僊
は
福
井
藩
の
絵
師
と
あ
る
の
だ
が
、
父
真ま

咲さ
き（

一
八
四
一
―
一
九
〇
六
）に
つ
い
て
は
、「
平ひ
ら

田た

鉄か
ね

胤た
ね

及
び
橘
た
ち
ば

曙な
あ

覧け
み

に
つ
い
て
国
学
や
和
歌
を
学
び
、
明
治
三
年
に
は
福
井
に
私
塾
を
開
く
。
後
に
塩
竈
、
多
賀
、
湊
川
神
社
の
宮
司
を
歴
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任
」
と
あ
っ
て
、
矢
一
出
生
時
の
身
分
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
年
譜
」
に
続
く
「
家
系
」
で
は
、「
芳
賀
家
の
先
祖
は
、
花か

山ざ
ん

天
皇
の
御
代
に
下
野
国
芳
賀
郡
に
配
流
さ
れ
た
の
に
始
ま
る
と
さ
れ
、

の
ち
宇
都
宮
氏
に
仕
え
、
同
国
芳
賀
郡（
現
在
の
真
岡
市
）一
帯
に
居
住
し
、
浄
土
真
宗
の
篤
き
信
徒
と
し
て
、
高
田
派
本
山
、
専
修
寺

に
親
し
み
、
同
寺
が
下
野
か
ら
伊
勢
に
移
転
し
た
の
に
従
っ
て
、
伊
勢
に
移
り
、
さ
ら
に
博
士
よ
り
遡
っ
て
四
代
前
の
高
祖
父
、
芳
賀

三
左
衛
門
が
伊
勢
よ
り
越
前
に
移
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
越
前
以
前
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
」

と
あ
る
。
ど
こ
の
家
で
も
先
祖
伝
承
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
徳
川
将
軍
家
で
す
ら
ご
多
分
に
漏
れ
ず
似
た
り
寄
っ
た
り
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
出
色
の
子
孫
の
登
場
に
よ
っ
て
、
伝
承
世
界
か
ら
抜
け
出
し
た
家
系
図
が
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
福
井
に
お
け
る
芳
賀
家
の
菩
提
寺
円
誠
寺
の
過
去
帳
に
よ
る
と
、
矢
一
の
四
代
前
の
三
左
衛
門
孟（
文
化
九
年〈
一
八
一
二
〉八

月
二
十
日
没
）は
、
越
前
に
入
っ
て
円
誠
寺
に
滞
在
し
、
そ
の
住
職
の
推
輓
に
よ
り
、
福
井
藩
主
松
平
家
の
臣
狛
氏
に
仕
え
る
こ
と
と
な

り
、「
以
来
明
治
維
新
ま
で
代
々
仕
え
」
た
と
い
う
。
福
井
で
の
代
々
を
列
挙
し
た
部
分
に
は
、
三
左
衛
門
孟
は
「
福
井
藩
主
松
平
氏

の
臣
、
狛
氏（
北
狛
）に
儒
者
と
し
て
仕
え
る
」
と
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
孟
が
「
儒
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
字
名
は

や
や
珍
し
い
の
で
実
名
で
あ
る
の
か
気
に
な
る
が
、
文
字
的
に
は
儒
者
に
似
合
っ
た
名
前
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
芳
賀
家
は
も
と
は
漢

学
の
家
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
矢
一
は
和
歌
と
共
に
漢
詩
も
嗜
ん
で
い
る
が
、
そ
う
し
た
志
向
も
儒
学
の
家
の
生
ま
れ
で
あ
っ

た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

孟
が
仕
え
た
狛
氏（
北
狛
）が
儒
者
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
家
で
あ
っ
た
の
か
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家い
え

康や
す

二
男
秀ひ
で

康や
す

を
祖
と

す
る
福
井
松
平
家
は
、
御
三
家
御
三
卿
を
除
い
た
幕
府
親
藩
の
筆
頭
と
さ
れ
る
特
別
な
家
柄
で
、
禄
高
も
三
十
二
万
石
と
全
国
で
も
屈

指
で
、
松
平
姓
で
は
最
大
の
大
藩
で
あ
っ
た
。
御
三
家
同
様
に
置
か
れ
た
附
家
老
の
本
多
家（
二
万
石
）は
筆
頭
家
老
の
特
別
の
家
柄
で
、
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こ
れ
に
次
ぐ
家
老
を
輩
出
す
る
家
格
は
高
知
席
と
呼
ば
れ
、
十
七
家
が
属
し
て
い
た
。
狛
家
は
当
初
は
一
万
石
を
領
し
た
ほ
ど
の
家
で
、

後
に
分
家
し
て
四
千
五
百
石
の
狛
山
城
家
と
一
千
六
百
石
の
狛
帯
刀
家
に
分
か
れ
、
屋
敷
の
位
置
関
係
に
よ
り
前
者
を
南
狛
、
後
者
を

北
狛
と
通
称
し
て
い
た
。
芳
賀
家
が
仕
え
た
の
は
そ
の
北
狛
で
あ
っ
（
（
（
た
。
一
千
六
百
石
と
い
え
ば
藩
士
と
し
て
大
身
で
は
あ
る
が
、
特

別
に
儒
者
を
必
要
と
す
る
身
分
と
も
思
え
ず
、
そ
の
見
識
が
認
め
ら
れ
て
の
取
り
立
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

孟
の
子
三
左
衛
門
宗
行（
天
保
六
年〈
一
八
三
五
〉一
月
十
八
日
没
）も
「
家
系
」
で
は
「
狛
家
の
臣
」
と
あ
り
、
そ
の
子
三
左
衛
門
男
依

（
一
八
八
七
年〈
明
治
二
十
〉九
月
十
八
日
没
）も
「
狛
家
の
臣
」
と
あ
る
。
男
依
は
矢
一
の
祖
父
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
そ
の
名
前
で

あ
る
。「
お
よ
り
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
が
、
孟
や
宗
行
と
は
随
分
異
な
っ
た
傾
向
の
命
名
で
あ
ろ
う
。
壬
申
の
乱
で
活
躍
し
た
村
む
ら
く

国に
の

男お

依よ
り

を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
文
字
の
選
択
や
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
そ
の
訓
み
方
が
上
代
風
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、

矢
一
の
父
真
咲
の
名
と
同
様
に
国
学
の
匂
い
が
濃
い
の
で
あ
る
。
確
か
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
祖
父
の
代
に
は
芳
賀
家
は
儒
学
の

家
か
ら
国
学
の
家
へ
と
変
貌
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

父
真
咲

　
「
家
系
」
で
は
、
父
真
咲
を
「
福
井
藩
士
」
と
す
る
が
、
こ
の
身
分
変
化
に
つ
い
て
は
特
に
説
明
は
な
い
。
そ
の
手
掛
り
と
な
り
そ

う
な
の
は
、
福
井
県
立
図
書
館
の
「
松
平
文
庫
」
中
の
『
元
陪
臣
』
で
あ
る
。
こ
の
記
録
は
一
八
六
九
年（
明
治
二
）か
ら
の
僅
か
四
年

間
の
み
の
も
の
で
あ
る
が
、
芳
賀
家
の
家
格
や
真
咲
の
学
識
の
ほ
ど
が
窺
わ
れ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
こ
に
北
狛
家
の
当
代
「
狛

与
祚
松
」
の
家
来
と
し
て
、
芳
賀
男
依
と
、
そ
の
倅
の
真
之
助（
後
の
真
咲
）が
見
え
て
い
る
。
こ
の
『
元
陪
臣
』
は
、
新
政
府
の
改
革

に
よ
っ
て
陪
臣
の
者
に
「
卒
族
」
を
申
し
付
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。
卒
族
は
士
分
格
を
有
さ
な
い
下
級
藩
士
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や
陪
臣
に
与
え
ら
れ
た
身
分
で
あ
る
が
、
二
年
後
に
廃
止
さ
れ
、
身
分
を
世
襲
し
て
い
た
家
柄
は
「
士
族
」
に
、
一
代
限
り
の
者
は

「
平
民
」
に
組
み
込
ま
れ
た
。
後
年
真
咲
の
著
書
の
奥
付
に
「
福
井
県
士
族
」
と
あ
る
の
は
こ
の
措
置
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
記
録
に
は
「
給
米
三
十
八
俵
一
斗
一
合
」
と
あ
る
。
単
純
な
比
較
に
は
な
ら
な
い
が
、
江
戸
町
奉
行
所
の
同
心
が
三
十
俵

二
人
扶
持
で
、
一
人
扶
持
は
約
五
俵
だ
か
ら
換
算
し
て
四
十
俵
で
、
芳
賀
家
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
と
な
る
。
地
方
と
は
い
え
同
心
同
様

に
副
収
入
で
も
な
け
れ
ば
家
計
は
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

男
依
が
老
年
を
理
由
に
家
督
を
真
之
助
に
譲
る
の
は
一
八
七
〇
年（
明
治
三
）な
の
で
、
矢
一
が
生
ま
れ
た
の
は
ま
だ
部
屋
住
み
の
時

代
で
あ
っ
た
。「
家
系
」
に
は
真
之
助
は
「
天
保
十
四
年
一
月
十
八
日
」
生
ま
れ
と
あ
る
が
、
没
年
齢
か
ら
す
る
と
十
二
年
の
誤
り
で

あ
る
と
思
わ
れ
、
矢
一
は
二
十
五
歳
の
時
の
子
で
あ
る
。
真
咲
の
名
は
日
本
文
学
資
料
研
究
会
編
『
国
学
者
伝
記
集
成
続
篇
』（
国
本

出
版
社
、
一
九
三
五
年
）に
立
項
さ
れ
て
い
る
。「
福
井
藩
士
芳
賀
男
依
の
子
な
り
」
と
い
う
の
は
や
や
誤
り
が
あ
る
が
、「
歌
を
橘
曙
覧

に
学
び
、
又
平
田
鉄
胤
の
門
に
入
り
て
皇
学
を
修
む
」
と
あ
る
。
福
井
藩
で
は
松
ま
つ
だ

平い
ら

慶よ
し

永な
が（

春し
ゅ

嶽ん
が
く）の
教
育
係
で
あ
っ
た
重
臣
の
中な
か

根ね

雪せ
つ

江こ
う（

一
八
〇
七
―
七
七
）が
、
江
戸
で
平
田
篤
胤
に
学
ん
で
そ
の
学
問
に
傾
倒
し
、
橘
曙
覧
を
始
め
と
し
て
多
く
の
福
井
藩
士
を
同
門
に

勧
誘
し
、
そ
の
余
波
を
受
け
て
真
咲
も
篤
胤
死
後
の
門
人
と
し
て
、
そ
の
養
子
鉄
胤（
一
七
九
九
―
一
八
八
〇
）に
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

維
新
後
に
鉄
胤
が
神
祇
官
判
事
、
明
治
天
皇
侍
講
、
大
学
大
博
士
、
大
教
正
を
歴
任
し
た
こ
と
は
、
そ
の
門
下
で
あ
る
真
咲
の
人
生
に

直
接
間
接
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
真
咲
の
経
歴
を
追
え
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
元
陪
臣
』
に
は
、
家
督
相
続
前
か
ら
の
真
咲
の
経
歴
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一
八
六
九
年（
明
治
二
）八
月
二
日
に〔
兵
〕学
取
調
方
、

同
年
十
一
月
二
十
八
日
に
は
藩
校
明
新
館
附
属
の
武
学
所
小
教
導
な
ど
に
任
じ
ら
れ
て
、
二
十
俵
を
給
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
正
月
二
十

四
日
に
家
督
を
継
い
だ
後
も
、
四
月
二
十
五
日
に
勉
励
を
賞
せ
ら
れ
、
九
月
五
日
に
訓
蒙
に
任
じ
ら
れ
、
閏
十
月
に
は
第
一
塾
掛
、
十
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二
月
に
は
四
等
教
授
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
九
月
二
日
に
第
一
塾
教
官
と
、
版
籍
奉
還
後
の
福
井
藩
の
教
育
改
革
の
真
っ
只
中
で
、
そ
の

学
識
が
認
め
ら
れ
て
、
藩
士
に
伍
し
て
慌
た
だ
し
く
様
々
な
教
職
を
歴
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
藩
内
で
の
活
躍
も
こ
こ
ま
で
で
、
廃
藩
置
県
の
煽
り
を
受
け
て
、
一
八
七
一
年（
明
治
四
）十
二
月
十
六
日
に
は
免
職
と
な
っ

て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
そ
の
能
力
が
評
価
さ
れ
て
、
翌
年
の
三
月
十
八
日
に
は
新
潟
県
へ
の
出
頭
が
命
じ
ら
れ
、
四
月
十
五
日
に

十
四
号
の
属
官
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
。
旧
藩
の
記
録
で
あ
る
の
で
『
元
陪
臣
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

　
「
年
譜
」
に
拠
る
と
真
咲
は
こ
れ
以
後
、
一
八
七
三
年（
明
治
六
）に
柏
崎
県
と
新
潟
県
の
統
合
に
と
も
な
い
新
潟
県
高
田（
現
在
の
上
越

市
）に
も
一
時
赴
任
し
て
い
る
。
新
潟
に
戻
っ
た
後
、
一
八
七
八
年（
同
十
一
）に
は
東
京
に
転
勤
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
宮
城
県
庁
に
転
勤

し
て
い
る
。
こ
の
後
国
学
の
学
識
を
買
わ
れ
て
か
塩
竈
神
社
の
宮
司
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
八
九
二
年（
同
二
十
五
）二
月
二
十
五
日
に

は
内
務
省
に
転
じ
、
寺
社
局
神
社
課
長
を
拝
命
。
一
八
九
四
年（
同
二
十
七
）に
は
内
務
省
を
辞
し
て
多
賀
神
社
の
宮
司
と
な
り
、
一
八

九
八
年（
同
三
十
一
）十
一
月
二
十
五
日
に
は
湊
川
宮
司
へ
転
任
。
一
九
〇
二
年（
同
三
十
五
）四
月
二
十
八
日
に
同
宮
司
を
「
依
願
解
職
」

し
て
い
る
。『
国
学
者
伝
記
集
成
続
篇
』
に
は
「
従
六
位
」
に
叙
せ
ら
れ
た
と
見
え
て
い
る
。
一
九
〇
六
年（
同
三
十
九
）五
月
八
日
に

東
京
の
矢
一
宅
で
没
し
た
の
は
六
十
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
。「
家
系
」
に
は
、「
師
範
学
校
国
語
科
教
授
、
第
二
高
等
学
校
国
語
教
授
も

嘱
託
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
維
新
が
な
け
れ
ば
、
北
狛
家
の
陪
臣
で
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
真
咲
も
時
代
の
浪
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら

も
、
そ
の
実
力
で
維
新
後
の
神
道
界
を
泳
ぎ
渡
っ
た
生
涯
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
紆
余
曲
折
も
あ
っ
た
も
の
の
、
相
応
に
活
躍
し
、

息
矢
一
の
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
就
任
や
文
学
博
士
授
与
も
見
届
け
ら
れ
て
、
幕
末
生
ま
れ
の
国
学
者
と
し
て
は
恵
ま
れ
た
生

涯
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
著
作
は
『
国
学
者
伝
記
集
成
続
篇
』
に
は
、「〔
越
前
人
物
志
〕　

語
法
指
南　

土
佐
日
記
読
本　

松
島
案
内　

孔
舎
農
家
詠
草
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一
巻
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
俄
に
確
認
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、『
松
島
案
内
』（
一
八
九
一
年
）は
正
し
く
は
岡お
か

濯た
く

の
著
作
で
、
真

咲
は
校
閲
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
ん
ず
る
『
松
島
道
案
内
一
名
・
奥
州
汽
車
の
初
旅
』（
金
港
堂
、
一
八
八
九
年
）を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
見
え
な
い
も
の
と
し
て
は
、
黒く
ろ

川か
わ

真ま

頼よ
り

閲
の
『
語
学
初
歩
』（
静
雲
堂
、
一
八
八
三
年
）が
あ
り
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
蔵

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
編
著
に
『
瓊
矛
集
』（
多
賀
神
社
学
問
所
、
一
八
九
五
年
）も
あ
る
。

大
学
卒
業
ま
で

　

父
が
こ
の
よ
う
な
学
識
豊
か
な
国
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
矢
一
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
北
狛
家
陪
臣
の
住
居
は
、
福
井
城
本
丸
に
ほ
ど
近
い
高
知

席
の
家
が
並
ぶ
大
名
広
路（
現
在
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
）の
北
狛
屋
敷
内
に
あ
っ
た
。
福
井
城
の

鉄
く
ろ
が

御ね
ご

門も
ん

前
か
ら
大
名
広
路
を
描
い
た
図
が
あ
る
が（『
福
井
城
旧
景
』
の
「
鉄
御
門
前
」）、
十
間

（
約
十
八
メ
ー
ト
ル
）の
路
に
面
し
て
、
南
か
ら
順
に
酒
井
・
南
狛
・
北
狛
・
本
多
家
の
屋
敷

が
描
か
れ
て
い
る
。
南
狛
邸
の
敷
地
面
積
は
三
七
四
〇
坪（
約
一
万
二
三
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）

あ
っ
た
と
い
い
、
北
狛
邸
は
禄
高
に
応
じ
て
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
三
千
坪
近
い
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
北
・
南
共
に
路
に
面
し
て
長
大
な
二

階
建
て
の
長
屋
門
が
あ
り
、
南
狛
邸
は
五
十
三
間（
約
九
十
六
メ
ー
ト
ル
）も
あ
っ
た
と
い
う
。

北
狛
邸
は
南
よ
り
も
窓
の
数
が
少
な
く
こ
れ
よ
り
も
短
か
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
五
十
メ
ー

ト
ル
以
上
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
二
階
建
て
で
あ
る
こ
と
を
含
め
て
威
圧
感
の
あ
る
重
厚
な
建
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物
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
長
屋
門
の
奥
に
は
ひ
と
き
わ
大
き
な
殿
舎
の
屋
根
が
あ
り
、
そ
の
上
に
は
火
の
見

台
が
見
え
て
お
り
、
家
格
の
高
さ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
（
（
（
る
。

　

矢
一
は
幼
少
期
を
こ
の
北
狛
邸
で
過
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。
間
近
に
見
え
る
福
井
城
天
守
閣
や
両
狛
邸
の
長
大
な
長
屋
門
は
、
記
憶

に
焼
き
付
い
た
光
景
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
矢
一
が
福
井
で
過
ご
し
た
期
間
は
決
し
て
長
く
な
い
が
、
生
涯
福
井
と
の
縁

を
大
切
に
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
光
景
が
彼
の
福
井
人
と
し
て
の
自
覚
を
確
た
る
も
の
に
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
十
六

歳
の
頃
か
ら
矢
一
が
、
福
井
を
代
表
す
る
大
河
で
あ
る
九
頭
竜
川
に
ち
な
む
「
竜
江
」
を
号
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
そ
の
自
覚
を
示

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
八
七
三
年（
明
治
六
）、
七
歳
で
川
口
小
学
校
に
入
学
す
る
頃
に
、
城
を
挟
ん
だ
反
対
側
の
日
ノ
出
町
七
十
四
番
地
に
転
居
し
た
の

は
、
廃
藩
置
県
後
に
父
真
咲
が
県
吏
と
な
っ
て
旧
主
狛
家
と
の
縁
が
薄
く
な
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
翌
年
二
月
に
同

小
学
下
等
小
学
校
第
六
級
を
卒
業
し
た
後
、
父
の
任
地
で
あ
る
新
潟
県
高
田
に
転
居
し
、
半
年
ば
か
り
で
父
の
新
潟
帰
任
に
と
も
な
っ

て
新
潟
へ
移
っ
て
い
る
。
高
田
時
代
に
は
小
学
校
に
通
わ
ず
、
十
月
に
な
っ
て
新
潟
の
西
堀
小
学
下
等
小
学
校
へ
入
学
し
て
い
る
。
学

校
に
通
わ
な
か
っ
た
期
間
も
、
父
の
監
督
下
に
勉
強
に
勤
し
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
八
七
八
年（
明
治
十
一
）三
月
十
八
日
に
同
校
上
等
小
学
校
第
七
級
を
卒
業
。
級
を
卒
業
す
る
ご
と
に
成
績
優
秀
で
賞
品
を
付
与
さ

れ
て
い
る
の
は
、
俊
秀
の
矢
一
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
五
月
に
は
父
の
転
勤
に
と
も
な
っ
て
東
京
の
麴
町
区
三
番

町
に
転
居
し
、
番
町
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
度
々
優
等
賞
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
学
力
が
都
会
で
も
通
用
す
る
こ

と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
東
京
暮
ら
し
も
つ
か
の
間
、
翌
一
八
七
九
年
十
一
月
に
は
、
父
の
宮
城
県
庁
へ
の
転
勤
に
と
も
な
い
、

仙
台
東
五
番
町
に
転
居
し
、
そ
の
翌
年
一
月
十
日
に
仙
台
宮
城
中
学
校
邦
語
中
学
科
に
入
学
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
英
語
中
学
科


