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聞
閲
の
閣
聞

＋ 、
わ
れ
わ
れ
は
船
虫
と
広
鏡
を
高
時
重
し
、
日
本
に
ふ
さ
わ

し
い
中
正
を
教
育
を
捕
遊
す
る

、
わ
れ
枯
れ
は
敏
速
と
品
位
の
向
－
に
っ
と
か
、
貞
雄
愛

の
同
相
神
と
と
も
に
、
明
る
く
細
枠
な
教
y
H
を
研
修
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
柄
粗
大
の
目
、
－
国
・
蹄
を
席
・
建
し
っ

甲
↓
を
巌
i
I
L
、
－
休
回
目
を
堅
持
自
す
る
／
）

授
業
や

諸
活
動

で
の
意

図
的
な

指
導
を

通
し
て

日
本
教
師
会

第
6
1
回
教
育
研
究
大
会

今
夏
岐
阜
市
で
開
催
　
編
集
部

本
年
八
月
、
日
本
教
師
会
教
育
研
究
大

会
を
本
会
が
主
管
し
て
行
う
。
岐
阜
市
で

の
開
催
は
令
和
元
年
に
続
き
八
回
目
と
な

る
。
今
回
は
若
井
勲
夫
会
長
か
ら
渡
邁
毅

会
長
に
替
わ
る
節
目
の
大
会
と
な
る
こ
と

も
あ
り
、
新
機
軸
を
打
ち
出
す
べ
く
主
管

県
と
し
て
も
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。

日
程
と
研
究
主
題
、
趣
旨
等
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

期
日
　
八
月
五
日
　
（
土
）
午
前
十
時
～

午
後
四
時
半

六
日
（
日
）
午
前
九
時
～

午
後
三
時

場
所
　
岐
阜
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ク
エ
ア
G

中
研
修
室
（
予
定

※
初
日
は
次
の
研
究
主
題
の
も
と
に
研
究

協
議
と
総
会
を
行
い
、
二
日
目
は
終
日

大
垣
・
関
ケ
原
方
面
の
巡
検
を
予
定
。

研
究
主
題

「
今
教
師
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力

－
研
修
の
工
夫
と
実
践
l

主
題
設
定
の
趣
旨

教
師
の
研
修
は
教
育
公
務
員
特
例
法
に

よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
任
命
権

者
で
あ
る
教
育
委
員
会
は
研
修
の
場
を
用

意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
本
年
四
月

よ
り
従
来
の
免
許
更
新
講
習
に
代
わ
っ
て

研
修
履
歴
に
よ
る
面
談
を
通
し
た
研
修
と

な
っ
た
。
年
二
回
の
管
理
職
と
の
面
談
に

よ
る
評
価
の
時
に
合
わ
せ
て
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
大
学
等
で
の
講
義
を
受
け
る
こ

と
な
ど
の
助
言
を
さ
れ
る
と
い
う
。

従
来
か
ら
教
師
の
研
修
は
、
①
校
内
研

修
（
校
内
研
究
な
ど
）
②
校
外
研
修
（
教

務
主
任
等
の
職
務
研
修
や
内
地
派
遣
な

ど
）
③
自
主
研
修
（
民
間
サ
ー
ク
ル
や
組

合
の
研
修
会
）
が
あ
り
、
今
後
も
そ
の
体

制
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

ら
の
成
否
は
教
師
の
姿
勢
次
第
で
あ
る
こ

と
も
変
わ
ら
な
い
。

教
師
は
児
童
生
徒
を
日
本
人
と
し
て
立

派
に
成
長
さ
せ
る
た
め
、
彼
ら
の
人
格
、

資
質
・
能
力
を
伸
ば
す
重
大
な
役
目
を
負

っ
て
い
る
。
児
童
生
徒
は
教
師
の
仕
組
む

学
ぶ
の
だ
が
、
同
時
に
教
師
の
人
格
に
触

れ
て
心
を
動
か
す
と
い
う
意
図
し
な
い
影

響
も
受
け
る
。
教
師
の
自
覚
と
努
力
が
問

わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

日
本
教
師
会
で
は
そ
の
重
大
性
を
鑑
み

て
、
教
研
大
会
で
　
「
こ
れ
か
ら
の
日
本
人

教
育
と
教
師
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
求

め
て
い
く
か
」
　
（
昭
和
4
3
年
出
雲
）
、
「
望

ま
し
い
教
師
像
と
教
員
養
成
⊥
教
師
の
自

己
改
革
を
目
指
し
て
」
　
（
昭
和
6
2
年
名
古

屋
）
を
取
り
上
げ
、
青
年
部
で
も
「
望
ま

し
い
教
師
像
を
求
め
て
」
　
（
昭
和
弱
年
名

古
屋
）
を
テ
ー
マ
に
研
究
し
研
修
を
し
て

き
た
。
そ
し
て
会
員
は
「
教
師
の
使
命
を

自
覚
し
、
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
推

進
す
る
」
（
「
日
本
教
師
会
綱
領
」
昭
和
4
0

年
）
　
こ
と
を
期
し
て
実
践
を
続
け
て
き
た

の
で
あ
る
。

今
日
、
学
校
教
育
は
不
登
校
、
特
別
支

援
対
象
の
児
童
生
徒
の
増
加
に
加
え
、
I

T
C
の
導
入
な
ど
の
新
し
い
教
育
方
法
の

導
入
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
課
題
が
山
積

す
る
な
か
、
解
決
に
向
け
て
適
切
に
対
応

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
今

教
師
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力
は
何
か
、

そ
れ
を
ど
う
身
に
つ
け
た
ら
よ
い
か
検
討

を
し
て
い
き
た
い
。

一
日
目
「
研
究
協
議
“
総
会
」

（
記
念
講
諺

演
題
「
教
師
の
使
命
と

こ
れ
か
ら
の
教
師
会
」

講
師
皇
撃
館
大
学
教
授
渡
速
　
毅

（
実
践
発
表
）

1
　
「
ま
b
研
修
の
効
果
と
課
題
」
仮
題

大
阪
浪
速
中
高
校
教
諭
　
松
尾
大
輔

2
　
「
子
ど
も
の
志
を
育
む
教
育
」

世
田
谷
区
立
多
聞
小
学
校
教
諭
伊
藤
　
優

3
一
吉
田
松
陰
先
生
に
学
ぶ
教
師
道
」
仮
題

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
幹
事
坂
口
浩
之

へ
総
会
）令

和
四
年
度
事
業
・
会
計
決
算
報
告

令
和
五
年
度
事
業
計
画
・
予
算
案
等

一
一
日
日
「
大
垣
・
関
ケ
原
史
跡
巡
検
」

以
前
の
教
研
大
会
で
は
、
そ
の
地
域
の
／

史
跡
等
の
巡
検
が
行
わ
れ
て
い
た
。
大
会

の
規
模
が
縮
小
さ
れ
主
管
県
の
負
担
も
考

え
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
今
回
は

研
究
会
・
総
会
を
一
日
で
行
う
た
め
、
各

地
か
ら
来
て
い
た
だ
い
た
会
員
に
普
段
訪

れ
る
こ
と
の
少
な
い
史
跡
を
案
内
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
が
徳
川
家
康
で

も
あ
り
、
関
ケ
原
を
中
心
に
、
西
軍
の
立

て
こ
も
っ
た
大
垣
城
な
ど
、
大
き
な
時
代

の
転
換
点
と
な
っ
た
舞
台
に
立
っ
て
も
ら

い
、
今
我
々
自
身
も
大
き
な
時
代
の
変
わ

り
目
に
い
る
こ
と
に
思
い
を
は
せ
、
今
後

の
各
地
で
の
健
闘
を
誓
い
合
い
た
い
。
H
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同
日
闇

徳
川
家
康
の
「
遺
訓
」
を
見
直
す

京

都

産

栄

大

学

名

誉

教

授

　

所

　

　

功

一
学
問
を
好
ん
だ
家
康

戦
国
時
代
の
い
わ
ゆ
る
三
英
傑
の
う
ち
、

信
長
は
偉
い
し
、
秀
吉
は
面
白
い
。
し
か

し
私
が
一
番
好
き
な
の
は
、
徳
川
家
康
で

あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
家
康
は
武
に

優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
文
に
も
秀
で

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

家
康
は
六
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
人
質
と

し
て
今
川
義
元
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、

か
な
り
優
遇
さ
れ
、
学
問
に
励
ん
で
い
る
。

勉
強
が
好
き
に
な
り
、
や
が
て
京
都
に
上

が
る
と
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
学
者
に
会

っ
て
話
を
聞
い
た
り
、
家
来
に
い
ろ
い
ろ

調
べ
さ
せ
、
『
吾
妻
鏡
』
と
か
『
源
氏
物
語
』

な
ど
を
幅
広
く
集
め
た
。

特
に
散
逸
し
て
い
た
金
沢
文
庫
本
を
買

い
求
め
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
家
康
が
第

九
子
の
義
直
に
譲
っ
た
か
ら
、
今
も
名
古

こ
の
よ
う
に
自
身
も
勉
強
を
す
る
が
、

重
要
な
史
資
料
を
集
め
て
後
世
に
伝
え
る

努
力
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の
お
陰
で
、
私

ど
も
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
出
来
る
。
そ

ぅ
い
う
意
味
で
私
は
、
家
康
の
文
徳
に
感

謝
し
て
い
る
。

私
は
父
が
早
く
戦
死
し
た
の
で
、
母
に

育
て
ら
れ
た
が
、
小
さ
い
時
に
そ
の
母
か

ら
「
人
の
一
生
は
重
荷
を
背
負
う
て
行
く

が
如
し
、
急
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
か
　
「
不
自

由
を
常
と
思
え
ば
不
足
な
し
」
と
い
う
ふ

う
な
事
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
多
分
、
家
が

貧
し
く
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
し
な

い
で
我
慢
し
な
が
ら
、
気
長
に
頑
張
れ
、

と
い
う
励
ま
し
だ
と
受
け
止
め
て
き
た
。

二
　
家
康
の
子
だ
く
さ
ん

こ
の
機
会
に
家
康
の
家
族
を
調
べ
て
み

る
と
、
父
親
は
松
平
広
忠
、
母
親
は
水
野

忠
政
の
娘
で
お
大
と
い
う
。
そ
の
間
に
生

ま
れ
た
家
康
は
、
三
河
で
は
小
さ
な
領
主

で
あ
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
と
勢
力
を
広
げ

て
い
く
間
に
い
ろ
い
ろ
な
武
将
と
関
わ
っ

て
成
長
す
る
。
そ
の
際
に
大
事
な
存
在
は

奥
方
で
あ
っ
た
。
大
河
ド
ラ
マ
で
も
、
家

康
の
正
室
瀬
名
（
生
母
は
今
川
義
元
の
近

親
）
が
、
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

家
康
は
若
い
こ
ろ
か
ら
、
ど
う
す
る
か

困
る
と
身
近
な
人
々
に
助
け
て
も
ら
っ
た
。

そ
の
最
た
る
者
が
、
非
常
に
し
っ
か
り
し

た
瀬
名
で
、
家
康
を
叱
咤
激
励
し
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
信
康
は
、

織
田
信
長
の
娘
五
徳
と
結
婚
す
る
。
と
こ

ろ
が
、
信
康
は
信
長
と
仲
違
い
を
し
て
し

ま
う
。
そ
の
原
因
は
妻
の
五
徳
が
信
長
に

告
げ
口
を
し
た
た
め
と
言
わ
れ
て
お
り
、

自
害
さ
せ
ら
れ
た
時
に
、
瀬
名
も
殺
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
正
室
瀬
名
（
4
0
）
と
長
男

信
康
（
2
1
）
　
を
失
っ
た
こ
と
は
、
家
康

（
3
7
）
の
大
き
な
転
機
に
な
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
継
室
と
し
て
旭
日
を
迎
え
る
。

秀
吉
の
妹
で
、
早
く
結
婚
し
て
い
た
が
、

無
理
矢
理
に
離
婚
さ
せ
ら
れ
て
家
康
の
と

こ
ろ
へ
入
っ
て
い
る
。

家
康
に
は
そ
れ
以
外
に
た
く
さ
ん
の
側

室
が
い
る
。
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
、

秀
康
・
秀
忠
・
忠
言
な
ど
で
あ
る
。
秀
康

は
松
平
と
し
て
越
前
の
藩
主
に
な
り
、
次

の
秀
忠
は
二
代
将
軍
と
な
る
。
そ
の
秀
忠

と
結
婚
し
た
お
江
（
ご
う
）
　
は
、
浅
井
長

政
の
娘
で
、
淀
君
の
妹
で
あ
る
。

こ
の
秀
忠
と
お
江
と
の
間
に
、
家
光
・

忠
長
・
和
子
（
ま
さ
こ
）
が
生
ま
れ
た
。

秀
忠
と
お
江
の
存
在
は
、
そ
の
後
の
幕
政

に
も
、
朝
廷
と
の
関
係
に
も
大
き
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
。

家
康
は
潜
力
絶
倫
で
、
関
ケ
原
合
戦
後

の
六
十
歳
代
に
も
優
秀
な
子
供
を
も
う
け

た
。
そ
の
第
九
子
は
義
直
、
第
十
子
は
頼

宣
、
第
十
一
子
が
頼
房
で
あ
る
。
こ
の
三

人
が
徳
川
御
三
家
と
言
わ
れ
る
尾
張
・
紀

伊
・
水
戸
の
藩
主
と
な
っ
て
い
る
。

家
康
の
人
生
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
く
、

む
し
ろ
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

当
然
悔
や
む
こ
と
も
あ
れ
ば
、
投
げ
出
し

た
い
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
中
で
、
奥
方
や

家
臣
の
励
ま
し
を
受
け
な
が
ら
乗
り
越
え
、

数
え
七
十
五
歳
で
大
往
生
を
と
げ
て
い
る
。

三
　
家
康
の
確
実
な
遺
言

家
康
は
亡
く
な
る
直
前
に
遺
言
を
残
し

た
。
そ
れ
は
金
地
院
崇
伝
と
い
う
家
康
の

ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
禅
僧
の
『
本
光
国
師

日
記
』
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
　
四
月
四

日
条
に
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
臨
終
候
は
ば
、
御
体
を
ぼ
久
能
（
山
）

へ
納
め
、
御
葬
礼
を
ば
壇
上
寺
に
て
申
し

つ
け
、
御
位
牌
を
ぼ
三
河
の
大
樹
寺
に
立

て
、
一
周
忌
も
過
ぎ
て
以
後
、
日
光
山
に

小
さ
さ
堂
を
建
て
勧
請
し
侯
へ
。
」

こ
れ
に
従
っ
て
、
四
月
十
七
日
に
家
康

が
亡
く
な
る
と
、
ま
ず
遺
体
を
駿
府
の
久

龍
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
が
一
年
後
、
日
光

の
東
照
宮
に
改
葬
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
久
能
山
と
日
光
の
関
係
を
見
る
と
、

久
能
山
の
東
北
に
富
士
山
が
あ
り
、
そ
の

先
に
は
江
戸
城
が
あ
る
。
ま
た
江
戸
城
の

真
北
に
日
光
山
が
あ
る
。

つ
ま
り
家
康
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
、

南
の
久
能
山
と
北
の
東
照
宮
よ
り
江
戸
を

見
守
り
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
個
人
的
に
は
浄
土
宗
の
信
者
で
あ

っ
た
か
ら
、
江
戸
の
増
上
寺
で
葬
儀
を
行

い
、
位
牌
を
岡
崎
の
大
樹
寺
へ
納
め
る
よ

う
に
遺
言
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
水
戸
光
園
作
「
人
の
い
ま
し
め
」
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家
康
に
は
、
こ
の
遺
言
よ
り
も
有
名
な

「
遺
訓
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
伝
わ
っ
て

い
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
人
の
一
生
は
重
荷
を
負
う
て
透
き
通
を

ゆ
く
が
如
し
。
い
そ
ぐ
べ
か
ら
ず
。
不
自

由
を
常
と
お
も
へ
は
不
足
な
し
。
こ
こ
ろ

に
望
お
こ
ら
は
困
窮
し
た
る
時
を
思
ひ
出

す
べ
し
。

堪
忍
は
無
事
長
久
の
基
、
怒
り
は
敵
と
恩

へ
。
勝
つ
事
ば
か
り
知
て
負
く
る
事
を
知

ら
ざ
れ
ば
、
害
其
の
身
に
い
た
る
。
お
の

れ
を
責
め
て
人
を
せ
む
る
な
。
及
ぼ
ざ
る

は
過
ぎ
た
る
よ
り
ま
さ
れ
り
。
」

こ
れ
は
、
明
治
以
降
、
久
能
山
東
照
宮

で
も
日
光
東
照
宮
な
ど
で
も
家
康
の
自
筆

と
称
す
る
も
の
を
掲
げ
て
お
り
、
一
般
に

も
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当

時
の
も
の
で
は
な
く
、
別
人
の
教
訓
が
転

用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
的
確
に
指
摘
し
た
の
は
、
尾
張

徳
川
家
二
十
一
代
徳
川
義
宣
氏
の
論
考

「
徳
川
家
康
遺
訓
「
人
の
一
生
は
」
に
つ

い
て
」
　
（
『
金
鰻
叢
重
量
九
、
昭
和
5
7
年
）

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
保
元
年
（
一
八
三

〇
）
尾
張
藩
儒
の
深
田
香
美
縞
『
天
保
会

話
』
に
「
人
の
い
ま
し
め
　
水
戸
黄
門
公

御
作
之
由
」
と
し
て
引
載
さ
れ
る
文
言
は
、

一
般
流
布
の
家
康
遺
訓
と
大
半
合
致
す
る
。

し
か
も
、
こ
れ
よ
り
現
行
の
遺
訓
に
近

い
文
言
が
、
同
十
五
年
（
一
八
四
四
）
、
江

戸
の
書
画
家
松
本
薫
斎
の
書
写
幅
に
「
神

君
御
遺
訓
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
祖
父
家
康
を
尊
崇
す
る
光
園

の
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
人
の
い
ま
し
め
」

が
、
天
保
年
間
に
「
神
君
」
　
の
遺
訓
と
称

し
流
布
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。な

お
、
茨
城
県
立
図
書
館
な
ど
所
蔵
の

『
徳
川
光
図
九
ヶ
条
埜
重
畳
に
は
、
「
苦
は

楽
の
種
、
楽
は
苦
の
種
・
・
・
分
別
は
堪

忍
に
あ
り
と
知
る
べ
L
L
と
あ
り
、
『
人
の

い
ま
し
め
』
と
通
底
し
て
い
る
。

五
　
井
上
正
就
の
「
覚
書
」

こ
の
遺
訓
と
は
別
に
「
東
照
宮
御
遺
訓
」

と
も
称
さ
れ
る
『
井
上
主
計
頭
覚
書
』
が

愛
知
県
立
図
書
館
な
ど
に
存
在
す
る
。

こ
れ
は
家
康
の
側
近
で
あ
っ
た
井
上
正

就
（
一
五
七
七
～
一
六
二
八
）
が
、
元
和

の
初
め
秀
忠
の
命
に
よ
り
駿
府
へ
赴
き
、

家
康
か
ら
聞
い
た
話
を
書
き
と
め
た
も
の

と
い
わ
れ
る
。

た
だ
、
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、
そ
の
内

容
が
途
中
で
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
原
本
は
仏
教
色
が
強
い
の
に
対
し
て
、

貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
～
一
七
一
四
）
が

儒
教
風
に
書
き
換
え
た
と
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
「
日
本
の
大
宝
を
三
種
の
神

器
と
云
ふ
。
神
璽
は
正
直
、
宝
剣
は
慈
悲
、

神
鏡
は
智
恵
、
こ
の
慈
悲
と
智
恵
と
正
直

を
三
種
文
字
と
云
ふ
。
阿
弥
陀
の
三
尊
と

云
ふ
も
こ
の
心
ぞ
。
（
儒
教
の
）
明
徳
・
至

善
・
親
民
の
六
文
字
の
心
も
同
じ
事
ぞ
。

先
ず
慈
悲
は
万
の
根
源
と
知
れ
。
」
と
い
う

神
仏
儀
の
一
体
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
覚
書
は
、
竹
内
誠
氏
『
江
戸
時
代

の
古
文
書
を
読
む
』
（
東
京
堂
出
版
、
平
成

2
4
年
）
に
よ
れ
ば
、
神
君
の
「
御
遺
訓
」

と
し
て
代
々
の
将
軍
が
家
康
の
命
日
（
毎

月
十
七
日
）
に
拝
読
し
て
い
た
と
い
う
。

六
　
嫁
お
江
へ
の
「
神
君
御
文
」

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
家
康
が
継
嗣

秀
忠
の
正
室
お
江
に
宛
て
た
長
い
書
簡
で
、

「
神
君
御
文
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
詳
し
く
検
討
し
た
論
考
と
し
て
、

豊
田
高
専
教
授
松
浦
由
起
氏
の
　
「
名
古
屋

市
蓬
左
文
庫
蔵
『
細
君
御
文
』
に
つ
い
て
」

が
あ
る
。

こ
の
　
「
御
文
」
を
読
み
易
く
し
て
抄
出

す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
一
国
は
、
一
体
殊
の
外
発
明
（
利
発
）

な
る
生
れ
付
に
て
、
重
壷
の
事
に
侯
。
」

一
は
竹
千
代
＝
家
光
、
国
は
国
松
＝
忠

長
で
あ
ろ
う
、
二
人
と
も
立
派
に
育
て
て

く
れ
て
う
れ
し
い
。

「
別
し
て
御
秘
蔵
の
由
、
左
様
に
有
る
べ

き
の
事
に
候
。
そ
れ
故
、
存
じ
寄
り
申
し

入
れ
候
閥
、
能
々
御
心
得
、
生
れ
立
ち
侯

べ
く
威
儀
、
」

お
江
は
孫
育
て
を
よ
く
や
っ
て
い
る
が
、

上
の
秀
忠
よ
り
も
下
の
国
松
を
大
事
に
し

て
何
か
と
肩
入
れ
を
す
る
と
聞
く
の
で
、

ど
の
子
も
し
っ
か
り
育
て
る
心
得
を
も
っ

て
ほ
し
い
。

「
幼
少
の
者
、
利
発
に
候
と
て
、
立
木
の

ま
ま
に
育
て
侯
へ
ば
、
成
人
の
節
、
気
随

我
が
偉
も
の
に
成
り
、
多
く
は
親
の
申
す

事
も
き
か
ぬ
も
の
に
て
侯
。
親
の
申
す
事

さ
へ
聞
か
ぬ
様
に
成
り
侯
へ
ば
、
召
し
仕

い
侯
者
も
申
す
事
は
猶
以
て
の
事
に
候
」

子
供
は
、
利
発
だ
か
ら
と
言
っ
て
甘
や

か
す
と
、
成
人
し
て
か
ら
我
が
億
に
な
り
、

親
の
言
う
こ
と
も
聞
か
ず
、
仕
え
て
い
る

者
の
言
う
こ
と
も
聞
か
な
く
な
り
が
ち
だ

か
ら
、
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

「
是
を
植
木
に
だ
と
へ
侯
へ
は
、
初
め
二

葉
か
い
副
俵
節
は
、
人
の
産
れ
立
ち
候
と

同
じ
事
故
、
随
分
養
育
い
た
し
、
最
早
一

二
年
も
立
ち
、
枝
葉
多
く
成
り
侯
節
、
添

木
い
た
し
、
直
に
成
り
候
様
に
結
び
立
て
、

そ
の
う
ち
に
悪
し
き
枝
か
き
と
り
、
年
々

右
の
通
り
、
手
入
い
た
し
侯
へ
は
、
成
木

の
後
、
直
な
る
能
木
に
成
り
申
し
候
。

人
も
そ
の
通
り
、
四
五
歳
よ
り
は
添
木

の
人
も
付
け
置
き
侯
て
‥
・
我
が
億
に

育
た
ぬ
様
に
い
た
し
候
は
ば
、
後
直
に
よ

き
人
と
成
り
申
し
候
」

植
木
も
人
間
も
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
か

ず
、
添
木
を
し
て
ち
ゃ
ん
と
伸
び
て
い
く

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
第
一
、
孝
行
と
天
命
と
、
下
へ
慈
悲
を

か
け
、
武
家
の
事
、
幼
少
よ
り
申
し
聞
か

せ
候
へ
は
、
自
然
と
身
持
よ
く
成
る
物
に

て
、
君
臣
と
申
す
事
定
り
し
事
に
侯
へ
。

君
た
る
も
の
は
、
臣
君
と
心
得
申
す
事
専

一
の
由
、
我
幼
少
の
節
、
安
部
大
蔵
が
毎

度
申
し
開
せ
候
」

親
孝
行
と
か
天
命
に
従
う
と
か
、
あ
ら



令和5年4月17日 第205号（4）

茨城県立歴史館『歴史館だより』111号（平成27年）より

ゆ
る
人
に
気
を
配
る
と
か
武
家
の
在
り

方
を
、
小
さ
い
頃
か
ら
言
い
聞
か
せ
れ
ば
、

自
然
と
身
に
つ
き
、
人
の
上
に
立
つ
指
導

者
に
な
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
自
分
も

幼
少
の
こ
ろ
安
部
元
真
（
一
五
一
三
～
八

七
）
　
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

「
何
事
に
よ
ら
ず
慈
悲
を
か
け
、
貝
原
偏

頗
（
ひ
い
き
へ
ん
ば
）
な
く
賞
罰
正
し
く
、

臣
を
君
の
元
と
こ
こ
ろ
え
候
へ
は
よ
く
候
、

臣
あ
り
て
の
大
名
な
れ
は
、
召
し
佳
肴
な

く
で
は
、
大
名
の
せ
ん
は
な
く
候
、
」

あ
ら
ゆ
る
人
に
慈
悲
を
か
け
て
、
や
さ

し
い
心
で
接
し
、
依
枯
窺
屈
せ
ず
に
賞
罰

も
き
ち
ん
と
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
臣
下
は
、

こ
の
君
の
た
め
な
ら
ば
と
よ
く
仕
え
て
く

れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
と
か
く
幼
少
の
者
に
は
、
召
し
仕
へ
候

者
の
申
す
事
を
よ
く
聞
け
よ
く
開
け
と
、

常
々
御
申
し
聞
せ
な
さ
れ
候
事
、
専
一
候

事
に
候
。
人
は
ひ
と
を
鏡
と
し
て
身
を
正

し
候
外
は
な
く
候
」

幼
少
の
者
に
は
、
召
仕
え
る
者
の
言
う

こ
と
を
よ
く
聞
く
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
、

い
ろ
ん
な
人
に
思
い
を
寄
せ
、
人
の
上
に

立
て
る
よ
ー
n
ノ
な
人
格
を
身
に
つ
け
さ
せ
て

欲
し
い
。
「
人
は
人
を
鏡
と
し
て
身
を
正
し

候
」
ほ
か
な
い
。
ま
さ
に
人
か
ら
学
ぶ
気

持
ち
を
大
事
に
す
べ
き
だ
と
い
う
。

「
第
二
我
俵
に
て
は
、
親
を
恐
れ
ず
、

親
に
兄
か
き
ら
れ
、
第
二
、
親
に
う
と
ま

れ
、
第
三
、
朋
友
に
う
と
ま
れ
、
第
四
、

召
し
仕
へ
候
者
に
う
と
ま
れ
、
第
五
、
我

が
身
順
ひ
て
委
し
く
聖
は
叶
は
ず
」

我
が
億
で
あ
れ
ば
、
親
さ
え
恐
れ
な
く

な
り
、
見
放
さ
れ
る
。
友
達
か
ら
も
、
召

使
い
か
ら
も
う
と
ま
れ
、
結
果
的
に
自
分

の
望
み
は
か
な
え
ら
れ
な
い
。

「
右
玉
か
条
の
通
り
、
成
り
行
き
侯
へ
ど

も
、
身
を
う
ら
み
天
道
を
う
ら
み
、
後
に

は
煩
し
く
乱
る
1
よ
り
外
は
こ
れ
な
く

侯
。
」
「
幼
少
よ
り
物
事
自
由
に
な
ら
ぬ
事
、

よ
く
よ
く
心
得
度
き
章
に
候
」

小
さ
い
頃
か
ら
自
由
気
侭
に
し
て
お
れ

ば
、
結
局
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
幼

少
よ
り
物
事
は
自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、

よ
く
心
得
さ
せ
て
ほ
し
い
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
訓
育
の
心
得
は
、

ま
さ
に
家
康
自
身
の
経
験
的
な
信
条
で
あ

り
、
そ
れ
を
お
江
に
伝
え
孫
教
育
に
活
か

し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
長
い
書
簡
を
遣

こ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
懇
切
な
孫
教
育
の
ア
ド
バ

イ
ス
は
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
「
人
の

一
生
云
々
」
　
の
遺
訓
、
特
に
「
不
自
由
を

常
と
思
え
ば
不
足
な
し
」
、
「
堪
忍
は
無
事

長
久
の
基
」
と
い
う
文
言
に
つ
な
が
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七
　
厘
史
伝
承
の
真
と
実

家
康
の
遺
訓
と
し
て
流
布
す
る
も
の
は
、

お
そ
ら
く
家
康
の
生
き
方
・
考
え
方
か
ら

学
ん
だ
孫
の
光
園
が
ま
と
め
た
「
人
の
い

ま
し
め
」
を
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
光
園
も
井
上
元
就
の
聴
取
し
た
「
覚

書
」
や
家
康
白
身
か
ら
嫁
お
江
に
宛
て
た

「
御
文
」
な
ど
を
手
に
入
れ
参
考
に
し
た

か
も
し
れ
な
い
。

お
よ
そ
歴
史
の
伝
承
に
は
、
事
実
そ
の

も
の
で
な
く
て
も
、
真
実
を
言
い
表
し
て

い
る
名
言
や
逸
話
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
家
康
の
生
き
方
・
考
え
方

に
感
銘
し
て
、
そ
の
本
質
を
簡
単
に
ま
と

め
た
も
の
が
、
一
枝
に
流
布
し
て
い
る
「
東

照
宮
遺
訓
」
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ

る。

な
お
、
こ
の
「
東
照
宮
遺
訓
」
を
明
治

時
代
に
徳
川
慶
喜
が
書
写
し
た
も
の
（
左
写

墓
が
、
茨
城
県
立
史
料
館
に
現
存
す
る
。

（
こ
れ
は
三
月
十
八
日
、
大
垣
市
で
開
か
れ
た
「
汗
青

会
公
開
セ
ミ
ナ
ー
」
で
の
講
演
要
録
（
幹
事
橋
本
作
成
）

に
講
師
が
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

鑓鵜、詮
当
雷
．
霊

－
。
高
富
諸
子
傘
へ
の

、
休
遼
…
官
本
尋
～
名

詞
債
卑
l
木
南
シ
ー
ゑ
ぴ
あ
休

へ

～

碓

冬

培

う

東

名

去
、
丁
‥
殺
し
亮
太
篇
弓

擁
搾
離
礁

享
今
春
尋
工
凄
く
／
や

せ
J
釘
－
対
数
1
1
、
∴
老
）
－
セ
・
・

．
f
e
尊
さ
烈
勤

ま
格
骨
壷
剃

．
属
名
語
録
織

緑
風
烈
鳳
　
賢
者
は
歴
史
に
学
び
愚
者
は

経
験
に
学
ぶ
と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

近
頃
イ
ン
ド
で
チ
ャ
ン
ド
ラ
ボ
ー
ス
の
像

が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
第
二
次
大
戦
時
、

日
本
は
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
大
敗
し
た
が
、

そ
の
時
一
諸
に
戦
っ
た
の
が
彼
で
あ
り
、

そ
れ
が
イ
ン
ド
独
立
の
は
じ
ま
り
で
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
す
る
た
め
に
連
合
国

側
に
立
っ
て
日
本
と
戦
わ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
が
、
日
本
兵
を
死
な
せ
た
く
な
い
思

い
で
投
降
を
呼
び
か
け
た
。
追
い
詰
め
ら

れ
て
も
戦
い
続
け
る
日
本
兵
の
返
答
か
ら

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
学
ん
だ

と
い
い
ま
す
。
伝
統
的
に
中
立
を
貫
い
て

き
た
国
が
ボ
ウ
ス
の
評
価
を
変
え
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
日
本
軍
へ
の
悪
口
は
な
く

好
意
的
で
す
▲
小
学
校
で
は
十
歳
に
な
る

と
二
分
の
一
成
人
式
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

教
え
る
側
は
親
へ
の
感
謝
を
第
一
に
あ
げ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
希
望
を
か
も
す
式

典
が
児
童
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
例
も

多
く
あ
る
と
識
者
は
忠
告
し
て
い
ま
す
。

大
人
の
人
生
が
子
供
に
及
ぼ
す
影
響
は
計

り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ス

パ
イ
ラ
ル
と
い
う
連
鎖
も
人
の
歴
史
な
の

で
し
ょ
う
か
▲
歴
史
ブ
ー
ム
だ
ろ
う
か
、

今
年
は
家
康
だ
。
歴
史
は
二
三
句
に
裏

付
け
が
い
り
ま
す
。
現
代
の
価
値
観
で
昔

の
髭
と
衣
装
を
つ
け
た
歴
史
劇
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
彰
考
往
来
と
娯
楽
と
楽
し
み

方
も
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
そ
れ
も
又
よ
し

の
ゆ
と
り
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。
Y


