
研

究

佐
賀
藩
に
お
け
る
戦
死
者
供
養
と
家
名
再
興

野

口

朋

隆

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
︑
近
世
初
頭
に
起
き
た
大
坂
夏
冬
の
両
陣
や
島
原
の
乱
以
降
︑
大
名

家
が
大
規
模
な
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
は
幕
末
に
至
る
ま
で
な
か
っ
た
︒
し
か
し
武
士

は
戦
闘
者
と
し
て
の
職
分
を
有
し
︑
大
名
家
は
家
臣
団
編
成
を
行
い
︑
即
座
に
出
動
出

来
る
だ
け
の
軍
団
を
有
す
る
軍
事
集
団
で
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
大
名
家
が
戦
争
に
お
け

る
戦
死
や
戦
功
と
い
っ
た
出
来
事
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
大
名
家
の

史
料
︑
い
わ
ゆ
る
大
名
家
文
書
の
な
か
に
︑
先
祖
の
戦
功
や
戦
死
者
を
記
し
た
系
図
・

家
譜
や
戦
功
書
な
ど
︑
先
祖
の
戦
死
や
戦
功
を
記
し
た
史
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

大
名
家
内
に
お
け
る
戦
死
者
を
め
ぐ
る
状
況
や
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
︑
日
本
近
世

史
で
は
管
見
の
限
り
研
究
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
幕
藩
領
主

が
行
っ
た
戦
死
者
慰
霊
の
具
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
も
不
分
明
な
こ
と
が
多
い
︒
こ

う
し
た
中
で
︑
前
代
の
中
世
と
の
関
連
と
し
て
︑
中
世
で
は
国
家
に
よ
っ
て
敵
味
方
の

区
別
無
く
戦
死
者
の
慰
霊
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
近
世
以
降
︑
行
わ
れ
な
く
な
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

(１
)

る
︒
誰
が
戦
死
者
を
慰
霊
す
る
の
か
︑
ま
た
そ
の
意
味
を
問
う

て
い
く
こ
と
は
︑﹁
国
家
﹂
と
し
て
の
権
力
構
造
や
国
制
と
も
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ

り
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
言
う
ま
で
も
な
く
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
基
本
的
な
社
会
単
位
は

﹁
家
﹂
で
あ
り
︑
武
士
の
間
で
は
︑
家
系
図
や
名
字
︑
さ
ら
に
﹁
家
﹂
の
根
源
と
し
て
の

先
祖
が
重
視
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
﹁
家
﹂
的
観
念
に
お
い
て
は
︑
家
督
の
連

続
こ
そ
が
﹁
家
﹂
の
連
続
と
し
て
最
も
希
求
さ
れ
た
が
︑
な
か
に
は
︑
相
続
者
が
い
な

か
っ
た
り
刑
罰
を
受
け
る
な
ど
し
て
︑
家
名
が
断
絶
し
た
り
牢
人
と
な
る
こ
と
も
あ
っ

た
︒
鍋
島
家
で
は
︑
江
戸
時
代
を
通
し
て
恩
赦
を
行
う
中
で
︑
家
名
断
絶
や
牢
人
に
対

し
て
︑
先
祖
が
戦
死
を
し
て
い
た
り
戦
功
を
有
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
︑
家
名
の
再

興
や
帰
参
を
行
っ
て
い
る
︒
戦
死
・
戦
功
と
い
う
由
緒
に
基
づ
く
恩
赦
に
よ
る
家
名
再

興
は
︑
再
興
す
る
側
︵
主
君
︶
と
さ
れ
る
側
︵
家
臣
︶
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
︑
ど
の
よ

う
な
歴
史
的
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
前
︑
旧
稿
に
お
い
て
︑
鍋
島
家
で
は
︑

江
戸
時
代
を
通
し
て
︑
家
臣
団
に
対
し
て
戦
功
書
や
家
譜
を
提
出
さ
せ
︑
家
臣
団
の
先

祖
の
活
動
︵
戦
死
や
戦
功
︶
を
集
積
す
る
戦
功
改
を
実
施
し
て
︑
戦
死
者
の
家
名
を
相

続
し
て
い
る
家
督
者
を
認
知
し
て
い
く
と
と
も
に
︑
戦
死
者
の
子
孫
の
み
鍋
島
家
が
主

催
す
る
年
忌
法
要
へ
の
参
加
を
許
可
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ

(２
)

る
︒
た

だ
︑
そ
の
な
か
で
︑
戦
死
者
を
め
ぐ
り
︑
主
君
と
家
臣
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意

図
を
も
っ
て
追
悼
を
行
っ
て
い
た
の
か
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
考
察
す
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
藩
が
ど
の
よ
う
に
戦
死
者
供
養
の
場
を
創
り
出

し
︑
ま
た
家
臣
団
に
と
っ
て
の
戦
死
・
戦
功
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
︒

佐賀藩における戦死者供養と家名再興
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第
一
章

藩
主
家
の
年
忌
法
要
と
戦
死
者
の
供
養

⑴

藩
祖
直
茂
の
追
善
供
養

江
戸
時
代
を
通
し
て
佐
賀
藩
で
は
︑
藩
主
家
の
先
祖
の
年
忌
法
要
を
営
ん
で
お
り
︑

こ
の
他
︑
天
正
一
二
︵
一
五
八
四
︶
年
︑
肥
前
国
島
原
半
島
に
お
け
る
沖
田
畷
の
合
戦

や
︑
同
じ
肥
前
国
島
原
半
島
で
寛
永
一
四
︵
一
六
三
七
︶
年
に
起
き
た
島
原
の
乱
に
お

け
る
戦
死
者
供
養
を
行
っ
て
い
る
︒
沖
田
畷
の
年
忌
法
要
に
つ
い
て
は
︑
鍋
島
家
で

は
︑
旧
主
で
あ
り
親
族
で
も
あ
っ
た
戦
国
大
名
竜
造
寺
家
と
系
図
を
連
続
さ
せ
て
い
た

こ
と
か

(３
)

ら
︑
同
合
戦
で
戦
死
し
た
時
の
当
主
竜
造
寺
隆
信
の
年
忌
法
要
を
兼
ね
る
も
の

と
し
て
︑
同
人
の
菩
提
寺
で
あ
る
佐
賀
城
下
宗
龍
寺
で
営
ま
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
島
原
の

乱
に
出
兵
し
た
佐
賀
藩
で
は
︑
六
一
七
名
の
戦
死
者
を
出
し
て
お

(４
)

り
︑
そ
の
供
養
は
基

本
的
に
鍋
島
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
高
伝
寺
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
︒

隆
信
の
年
忌
法
要
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
︑
旧
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の

(５
)

で
︑
本

稿
で
は
藩
主
家
の
先
祖
の
年
忌
法
要
に
つ
い
て
︑
藩
祖
鍋
島
直
茂
の
追
善
供
養
を
み
て

み
た
い
︒
直
茂
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
︑
天
文
七
︵
一
五
三
八
︶
年
︑
鍋
島

清
房
の
二
男
と
し
て
誕
生
し
︑
幼
少
時
に
は
小
城
郡
の
千
葉
家
へ
養
子
に
行
く
が
︑
後

に
鍋
島
家
に
戻
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
竜
造
寺
隆
信
に
仕
え
︑
天
正
一
二
年
三
月
二
四

日
︑
隆
信
が
肥
前
国
島
原
半
島
の
沖
田
畷
で
島
津
・
有
馬
の
連
合
軍
と
戦
い
戦
死
す
る

と
︑
隆
信
の
子
政
家
に
仕
え
た
︒
し
か
し
︑
同
一
八
年
︑
政
家
は
隠
居
を
す
る
も
︑
そ

の
子
高
房
が
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
︑
豊
臣
秀
吉
の
も
と
︑
直
茂
が
︑
子
勝
茂
と
と
も
に

竜
造
寺
家
臣
団
を
率
い
て
朝
鮮
半
島
へ
渡
る
な
ど
︑
公
儀
へ
の
奉
公
を
行
っ
た
︒
徳
川

政
権
に
お
い
て
も
︑
同
様
に
奉
公
を
行
い
︑﹁
御
家
﹂
の
存
続
に
苦
心
し
た
が
︑
元
和
四

︵
一
六
一
八
︶
年
六
月
三
日
︑
耳
の
後
ろ
に
で
き
た
腫
瘍
が
も
と
で
︑
八
一
歳
で
死
去
し

た
︒鍋

島
本
家
の
年
忌
・
月
忌
各
法
要
︑
祥
月
命
日
︑
盂
蘭
盆
と
い
っ
た
先
祖
供
養
は
︑

早
世
し
た
子
弟
や
直
茂
の
祖
父
清
久
以
前
の
先
祖
を
除
き
︑
全
て
鍋
島
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
高
伝
寺
︵
佐
賀
郡
本
庄
︶
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
︒
一
七
世
紀
中
頃
以
降

に
な
る
と
︑
鍋
島
本
家
の
先
祖
供
養
は
︑
本
家
だ
け
が
執
り
行
う
が
︑
直
茂
の
法
要
に

つ
い
て
︑
当
初
は
︑
必
ず
し
も
直
茂
の
家
督
を
継
い
だ
勝
茂
だ
け
が
執
り
行
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
︒
直
茂
死
去
後
の
八
月
三
日
︑
直
茂
の
二
男
忠
茂
︵
肥
前
鹿
島
・
下
総
矢

作
二
万
五
千
石
︶
が
︑
鍋
島
一
族
で
あ
り
︑
国
許
で
勝
茂
の
側
近
と
し
て
藩
政
を
担
っ

て
い
た
鍋
島
生
三
に
宛
て
た
書
状
に
は
︑﹁
︵
直
茂
︶

加
州
御
弔
ニ
︑
三
十
五
日
歟
︑
四
十
九
日

か
︑
我
等
ゟ
御
供
養
可
申
︵
中
略
︶
忌
日
之
内
一
度
者
従
我
等
供
養
可
申
候
間
︑
其
御

心
得
可
有
之

(６
)

候
﹂
と
あ
り
︑
忠
茂
は
︑
父
の
供
養
の
た
め
︑
三
五
日
か
四
九
日
と
い
っ

た
忌
日
い
ず
れ
か
に
法
要
を
営
む
こ
と
を
望
ん
で
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
実
際
に
百
ヶ
日

法
要
を
営
ん
で
い
る
の
だ

(７
)

が
︑
こ
こ
か
ら
直
茂
の
法
要
を
当
主
勝
茂
︵
本
家
︶
の
み
が

営
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
た
だ
し
こ
れ
以
降
︑
忠
茂
を
含
め
た
庶
子

や
分
家
が
法
要
を
営
む
事
例
は
確
認
で
き
ず
︑
寛
永
元
年
の
七
年
忌
に
お
い
て
忠
茂

は
︑
同
じ
く
生
三
に
対
し
て
︑﹁
馳
走
﹂
し
な
く
て
は
叶
わ
な
い
と
し
て
︑
家
臣
嬉
野
半

介
を
名
代
と
し
て
参
加
さ
せ
て
お

(８
)

り
︑
本
家
が
法
要
を
執
行
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
︑
忠
茂
が
法
要
を
営
ん
だ
こ
と
は
︑
祭
祀
の
継
承
に
お
い
て
未
確
定
さ
を
残
し

た
近
世
初
頭
の
事
例
と
思
わ
れ
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
法
要
時
に
参
加
者
が
求
め
る
こ
と
と
し
て
︑
勝
茂
の
正
室
高
源
院
は
︑

い
つ
の
年
回
忌
か
は
不
明
だ
が
︑
直
茂
の
法
要
に
お
い
て
﹁
子
と
も
の
は
ん
し
や
う
︑

し
や
わ
せ
よ
く
候
ハ
ん
事
︑
あ
ん
ノ

(９
)

内
﹂
と
︑
子
孫
繁
栄
︑
幸
福
の
祈
願
を
し
て
お
り
︑

直
茂
が
﹁
仏
｣＝
｢︵
霊
的
な
︶
力
あ
る
も
の
﹂
と
し
て
現
世
利
益
を
願
う
対
象
と
な
っ
て

い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
祈
願
以
外
に
も
︑
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
は
あ
っ
た
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の
で
あ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
一
七
世
紀
前
中
期
に
お
け
る
藩
主
家
の
年
忌
法
要

は
︑
鍋
島
一
族
の
法
要
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
た
︒

そ
れ
が
享
保
二
︵
一
七
一
七
︶
年
の
百
年
忌
を
見
て
み
る
と
︑
よ
り
拡
大
さ
れ
た
年

忌
法
要
と
な
っ
て
お
り
︑
請
役
家
老
多
久
茂
明
を
法
事
頭
人
と
し
て
︑
高
伝
寺
の
他
︑

直
茂
が
開
基
と
な
り
そ
の
位
牌
と
霊
屋
が
置
か
れ
た
佐
賀
城
下
宗
智
寺
と
江
戸
の
菩
提

寺
賢
崇
寺
で
も
法
要
が
営
ま
れ

(

)
た
︒
領
内
へ
は
﹁
一
日
御
領
中
殺
生
禁
断
﹂
が
命
じ
ら

10

れ
る
と
と
も
に
︑
家
臣
団
に
対
し
て
も
︑
直
茂
へ
追
腹
を
し
た
者
の
子
孫
が
召
し
出
さ

れ
︑
銀
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
科
に
よ
り
家
が
断
絶
し
て
い
る
戦
死
者
や
追
腹
の

子
孫
に
対
す
る
恩
赦
も
行
わ
れ
て
お
り
︑
先
祖
山
本
宗
稠
が
追
腹
を
し
戦
功
も
あ
っ
た

山
本
権
右
衛
門
や
︑
戦
功
も
あ
り
追
腹
の
約
束
も
し
て
い
た
が
直
茂
死
去
の
前
年
に
死

去
し
た
中
橋
平
兵
衛
を
先
祖
と
す
る
中
橋
半
左
衛
門
︑﹁
先
祖
式
部
戦
功
忠
勤
之
由
緒

有
之
﹂
中
野
主
馬
の
帰
参
が
許
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
五
名
の
家
臣
︵
陪
臣
を
含
む
︶
に

対
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
へ
扶
持
米
・
切
米
の
拝
領
や
家
名
再
興
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
と
し
て
︑
本
来
︑
鍋
島
一
族
が
供
養
を
行
い
現
世
利
益
を

願
っ
て
い
た
法
要
が
︑
請
役
家
老
が
法
要
を
取
り
仕
切
り
︑
殺
生
の
禁
止
な
ど
領
民
に

も
影
響
を
与
え
て
お
り
︑
年
忌
法
要
が
い
わ
ば
佐
賀
藩
の
公
的
な
行
事
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
実
は
請
役
家
老
が
頭
人
と
な
っ
て
法
要
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
︑
天
和

三
︵
一
六
八
三
︶
年
三
月
二
四
日
の
隆
信
一
○
○
年
忌
か
ら
で
あ
り
︑
直
茂
一
○
○
年

期
も
︑
こ
れ
を
前
例
と
し
て
執
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
か
ら
年
忌
法
要

が
︑
家
臣
団
の
先
祖
の
戦
功
や
追
腹
と
い
う
主
君
へ
の
忠
節
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
と
し

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
と
背
景
に
つ
い
て
は
次
章
以
降
で
述
べ
る

と
し
て
︑
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
直
茂
の
一
○
○
年
忌
法
要
に
お
い
て
︑

家
臣
団
の
先
祖
の
戦
死
や
戦
功
と
い
っ
た
出
来
事
が
持
ち
出
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
直
茂

へ
追
腹
し
た
家
臣
の
子
孫
一
二
名
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
五
○
年
忌
に
つ
い

て
は
︑
史
料
上
の
制
約
に
よ
り
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
こ
の
一
○
○
年
忌
以
降
︑

殉
死
者
の
子
孫
は
必
ず
参
加
し
て
い
る
︒
殉
死
や
戦
死
・
戦
功
と
い
う
家
臣
団
の
先
祖

に
よ
る
主
君
・
主
家
へ
の
忠
節
が
︑
直
茂
の
年
忌
法
要
を
場
・
契
機
と
し
て
︑
直
茂
と

と
も
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
年
忌
法
要
を
通
じ
て
︑
直
茂
と
の
由
緒
が
大
き
く
意
識

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

⑵

藩
に
よ
る
戦
死
者
の
供
養

戦
死
者
の
供
養
に
お
い
て
︑
実
際
法
要
に
参
加
す
る
家
臣
は
戦
死
者
の
子
孫
に
限
定

さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
︑
各
藩
主
毎
に
行
わ
れ
た
戦
功
改
に
よ
っ

て
戦
死
者
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
藩
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
︑
年
忌
法
要
へ
参
加
す

る
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な

(

)
る
︒
戦
功
改
以
外
で
も
︑
藩
は
︑
年
忌
法
要
が
営
ま

11

れ
る
度
毎
に
︑
家
臣
団
に
対
し
て
各
家
の
戦
死
者
︑
及
び
戦
死
者
の
子
孫
の
名
前
の
提

出
を
命
じ
て
お
り
︑
藩
も
ま
た
所
蔵
し
て
い
る
資
料
を
も
と
に
調
査
を
行
っ
て
い
た
︒

例
え
ば
︑
元
文
元
︵
一
七
三
六
︶
年
に
島
原
の
乱
百
年
忌
の
年
忌
法
要
を
行
っ
た
際
︑

戦
死
者
と
そ
の
子
孫
を
確
定
し
た
記
録
﹁
有
馬
戦
死
子
孫
名
書
御
記

(

)
録
﹂
に
よ
れ
ば
︑

12

佐
賀
藩
が
﹁
御
記
録
﹂
と
い
う
所
蔵
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
戦
死
者
名
と
︑
家
臣
団
か

ら
提
出
さ
せ
た
家
譜
や
文
書
を
照
合
し
て
︑
戦
死
者
の
子
孫
を
決
定
し
て
い
る
︒
こ
の

な
か
で
調
査
を
し
た
の
は
﹁
御
記
録
﹂
以
外
に
も
あ
り
︑
例
え
ば
︑
小
城
鍋
島
家
の
戦

死
者
に
つ
い
て
は
︑﹁
御
記
録
ニ
ハ
無
之
候
得
共
︑
祥
光
院
殿
ゟ
円
通
寺
江
相
建
置
候
戦

死
位
牌
書
載
有
之
付
而
書
出
仕
候
﹂
と
し
て
︑
寺
院
に
あ
る
戦
死
者
を
祀
る
位
牌
も
調

査
対
象
と
し
て
い
た
︒

藩
に
よ
る
戦
死
者
の
調
査
が
あ
っ
て
も
︑
完
全
に
把
握
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
︑

戦
死
し
た
こ
と
が
調
査
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
︒
天
明
三
︵
一
七
八
三
︶
年
︑

沖
田
畷
の
戦
い
で
戦
死
し
た
隆
信
の
二
○
○
年
忌
法
要
が
宗
龍
寺
に
て
執
り
行
わ
れ
る

佐賀藩における戦死者供養と家名再興
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に
あ
た
っ
て
︑
佐
賀
藩
で
は
家
臣
団
に
対
し
て
︑
戦
死
者
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を

行
っ
て
い
る
︒
次
の
事
例
は
︑
親
類
格
で
あ
っ
た
白
石
鍋
島
家
の
家
臣
成
松
新
十
郎
が

佐
賀
藩
へ
提
出
し
た
﹁
口
上

(

)
覚
﹂
で
あ
る
︒

13

口
上
覚

私
祖
父
成
松
遠
江
守
弟
又
兵
衛
義
︑
天
正
十
二
年
三
月
廿
四
日
︑
隆
信
公
島
原
御

陣
之
節
︑
討
死
仕
候
︑

乍
然
︑
百
五
十
年
御
忌
之
節
ハ
筋
目
不
申
上
故
︑
御
焼
香

不
申
上
候
︑
対
先
祖
残
念
至
極
奉
存
候
︑
今
般
任
御
触
達
之
趣
︑
荒
増
系
図
書
載

仕
差
出
候
条
︑
支
所
無
御
座
候
ハ
バ
︑
筋
々
被
差
出
御
法
事
之
節
︑

御
焼
香
被
仰

付
義
も
御
座
候
ハ
バ
︑
乍
憚
罷
出
候
通
︑
宜
御
相
達
可
被
下
儀
奉
頼
候
︑
以
上

夘
三
月

成
松
新
十
郎

岡
又
左
衛
門
殿

高
木
利
兵
衛
殿

此
先
祖
ハ
執
行
越
前
守
弟
新
助
戦
死

中
小
姓

執
行
利
兵
衛

此
先
祖
ハ
糸
山
将
監
戦
死

御
歩
行

糸
山
清
左
衛
門

右
両
人
願
面
新
十
郎
訴
面
同
断
ニ
付
不
記
之

成
松
新
十
郎
の
先
祖
又
兵
衛
は
︑
沖
田
畷
で
戦
死
し
て
い
た
が
︑
一
五
〇
年
忌
の
時

に
は
筋
目
を
言
わ
な
か
っ
た
た
め
︑
焼
香
が
出
来
ず
︑
先
祖
に
対
し
て
﹁
残
念
至
極
﹂

と
祖
先
崇
拝
を
理
由
に
あ
げ
︑
今
回
の
年
忌
法
要
で
は
焼
香
を
し
た
い
と
願
い
出
て
い

る
︒
藩
も
成
松
新
十
郎
を
始
め
︑
執
行
利
兵
衛
や
糸
山
清
左
衛
門
の
言
い
分
を
認
め
︑

﹁
成
松
新
十
郎
・
執
行
利
兵
衛
・
糸
山
清
左
衛
門
︑
願
之
通
御
焼
香
被
仰
付
候
﹂
と
し
て
︑

参
加
を
許
可
し
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で
年
忌
法
要
に
お
い
て
焼
香
を
し
て
い
な
く
て
も
︑

系
図
を
提
出
す
る
な
ど
し
て
︑
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
藩
に
認
め
て
も
ら
い
︑
参
加
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
︒

年
忌
法
要
に
お
け
る
子
孫
の
具
体
的
な
行
動
に
つ
い
て
︑
天
保
七
︵
一
八
三
六
︶
年
︑

直
臣
納
富
鍋
島
家
︵
着
座
︶
に
お
け
る
島
原
の
乱
の
法
要
に
関
す
る
記
録
﹁
有
馬
戦
死

弐
百
年
忌
御
吊
ニ
付
覚

(

)
書
﹂
を
見
て
み
る
と
︑
同
年
一
一
月
二
八
日
︑
同
家
の
家
臣
の

14

な
か
で
︑
戦
死
者
の
子
孫
は
︑
直
臣
の
戦
死
者
の
子
孫
と
と
も
に
鍋
島
︵
本
︶
家
の
菩

提
寺
で
あ
る
高
伝
寺
へ
赴
き
︑
焼
香
を
行
い
︑
次
に
佐
賀
城
へ
移
動
し
て
城
内
料
理
間

に
お
い
て
当
主
へ
御
目
見
を
行
う
︒
御
目
見
が
終
わ
っ
た
陪
臣
達
は
︑
請
役
所
と
当
主

の
側
方
で
あ
る
年
寄
方
そ
れ
ぞ
れ
へ
︑﹁
我
〻
先
祖
於
有
馬
戦
死
仕
候
ニ
付
︑
今
般
御
吊

被
下
︑
我
〻
ニ
も
焼
香
被
仰
付
︑
其
上
於
御
城
被
渡
御
目
︑
重
畳
難
有
仕
合
奉
存
候
﹂

と
い
う
手
札
を
差
し
出
し
て
先
祖
供
養
を
主
催
し
た
当
主
へ
感
謝
を
述
べ
て
い
る
︒
戦

死
者
供
養
は
︑
藩
が
年
忌
法
要
を
営
み
︑
戦
死
者
の
子
孫
が
参
加
す
る
こ
と
で
︑
戦
死

と
い
う
行
為
が
再
び
現
代
に
持
ち
越
さ
れ
︑
現
在
の
当
主
が
︑
子
孫
と
御
目
見
を
行
う

こ
と
で
︑﹁
御
家
﹂
に
対
す
る
先
祖
の
勲
功
や
忠
節
を
確
認
し
て
い
く
儀
礼
行
為
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
章

恩
赦
に
よ
る
家
名
再
興

本
章
で
は
︑
罪
を
犯
し
た
た
め
牢
人
や
家
名
断
絶
と
な
り
な
が
ら
も
︑
中
世
か
ら
近

世
初
頭
に
お
け
る
合
戦
で
先
祖
が
戦
死
を
し
た
り
戦
功
を
あ
げ
た
と
い
う
理
由
か
ら
︑

恩
赦
に
よ
っ
て
家
名
が
再
興
さ
れ
る
事
例
を
通
し
て
︑
藩
内
に
お
い
て
戦
死
・
戦
功
が

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

(

)
い
︒

15

第
一
節

戦
死
・
戦
功
に
よ
る
家
名
再
興

年
忌
法
要
に
お
け
る
牢
人
に
対
す
る
恩
赦
の
初
発
に
つ
い
て
︑
時
期
が
確
定
出
来
る
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も
の
と
し
て
︑
慶
安
三
︵
一
六
五
○
︶
年
の
直
茂
三
三
回
忌
に
お
け
る
恩
赦
が
あ
る
︒

同
年
六
月
三
日
の
年
回
忌
で
は
︑
執
行
に
あ
た
り
︑
五
月
二
八
日
︑
請
役
家
老
鍋
島
︵
武

雄
︶
茂
綱
か
ら
﹁
手
頭
﹂
を
も
っ
て
︑
家
臣
の
内
︑
牢
人
と
な
っ
て
い
る
者
を
召
し
出

す
旨
が
達
せ
ら

(

)
れ
︑
翌
六
月
一
日
に
牢
人
で
あ
っ
た
内
田
弥
兵
衛
︑
嘉
村
善
右
衛
門
︑

16

鍋
島
右
京
他
一
一
人
の
帰
参
が
許
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
藩
主
家
の
先
祖
の
年
忌
法

要
を
契
機
と
す
る
恩
赦
に
よ
っ
て
︑
牢
人
の
帰
参
・
召
し
出
し
が
行
わ
れ
た
事
に
つ
い

て
は
︑
近
世
を
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
な
お
︑
佐
賀
藩
で
は
︑
刑
罰
に
よ

り
牢
人
に
処
さ
れ
︑
知
行
・
俸
禄
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
︑
他
藩
の
様
に
主
君
と
の
主

従
関
係
が
完
全
に
解
消
さ
れ
奉
公
構
い
と
な
り
領
内
を
自
由
に
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は

出
来
ず
︑
江
戸
を
始
め
他
領
へ
出
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
︑
領
内
に
居
住
し
て
慎

ん
で
い
る
必
要
が
あ
っ

(

)
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
他
家
へ
の
奉
公
も
出
来
な
か
っ
た
︒

17

さ
て
︑
先
祖
が
戦
死
を
し
て
い
た
り
戦
功
を
有
し
て
い
な
が
ら
も
断
絶
し
て
い
る

﹁
家
﹂
の
家
名
再
興
が
年
忌
法
要
と
結
び
付
き
︑
恩
赦
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
︑
文
化
一
四
︵
一
八
一
七
︶
年
︑
直
茂
を
祀
っ
た
松
原
︵
日
峯
︶
社
祭
礼
時
︵
直

茂
二
〇
〇
年
忌
︶
に
お
け
る
史
料
を
あ
げ
て
お
き
た

(

)
い
︒
な
お
︑
松
原
社
は
︑
明
和
九

18

︵
一
七
七
二
︶
年
︑
藩
主
治
茂
の
も
と
︑
佐
賀
城
下
松
原
に
直
茂
を
祭
神
と
し
て
創
建
さ

れ
て
い
る
︒

此
通

丑
五
月
廿
三
日
下

今
度
︑
日
峯
社
御
年
祭
ニ
付
︑
跡
方
科
被
仰
付
置
候
者
共
︑
戦
死
・
戦
功
等
之
家

筋
者
名
跡
被
相
立
︑

扨
又
科
被
仰
付
置
候
者
御
赦
免
可
被
仰
付
段
︑
旧
冬
被
仰

出
候
︑
就
而
ハ
︑
唯
今
究
調
子
相
済
居
候
科
人
之
義
︑
一
等
軽
目
可
被
仰
付
哉
︑

扨
又
御
家
中
自
分
申
付
置
候
軽
罪
之
者
︑
差
免
候
様
可
申
付
哉
︑

旁
奉
伺
候

本
史
料
は
︑
恩
赦
の
発
令
が
前
年
冬
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
白
石
鍋
島
家
が
こ
の
処

置
に
つ
い
て
︑
請
役
所
へ
伺
い
を
出
し
回
答
を
得
た
も
の
で
あ
る
︒
祭
礼
︵
年

(

)
忌
︶
を

19

契
機
と
し
た
恩
赦
に
お
い
て
︑
科
人
で
あ
っ
て
も
戦
死
・
戦
功
の
家
筋
な
ら
ば
家
名
再

興
を
行
う
と
し
て
い
る
︒
先
祖
の
戦
死
・
戦
功
が
︑
家
名
を
再
興
す
る
に
あ
た
り
重
要

な
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
戦
死
・
戦
功
を
理
由
と
し
た
恩
赦
に
よ
る
家
名
再
興
の
事
例
を
ま
と
め
た
の

が
︻
表
一
︼
で
あ
る
︒
寛
永
一
○
年
の
竜
造
寺
隆
信
五
○
年
忌
か
ら
享
保
二
年
六
月
の

直
茂
一
〇
〇
年
忌
ま
で
と
︑
直
茂
一
〇
〇
年
忌
か
ら
安
永
五
︵
一
七
七
六
︶
年
の
万
部

執
行
ま
で
実
施
が
途
絶
え
て
お
り
︑
安
永
期
以
降
︑
回
数
が
増
加
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ

ん
︑
そ
の
他
の
事
例
を
見
出
せ
な
か
っ
た
り
︑
史
料
上
の
限
界
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑

恩
赦
に
よ
る
家
名
再
興
自
体
は
︑
近
世
を
通
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
と
り
わ
け
一

八
世
紀
以
降
︑
戦
死
・
戦
功
を
理
由
と
し
て
家
名
が
再
興
さ
れ
る
事
例
の
増
加
が
指
摘

で
き
る
︒
契
機
と
し
て
は
︑
慶
弔
に
限
ら
な
い
も
の
の
︑
竜
造
寺
家
兼
︑
同
隆
信
︑
直

茂
と
い
っ
た
戦
国
時
代
か
ら
近
世
初
頭
に
お
け
る
先
祖
の
年
忌
法
要
時
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
︒

寛
政
七
︵
一
七
九
五
︶
年
九
月
一
三
日
︑
家
兼
二
五
○
年
忌
に
お
け
る
恩
赦
で
家
名

再
興
が
許
さ
れ
た
副
島
家
の
場
合
︑
同
久
右
衛
門
は
︑
元
禄
年
間
に
供
番
を
勤
め
て
い

た
が
︑
無
調
法
が
あ
り
家
名
断
絶
と
な
っ
た
︒
そ
の
子
源
大
夫
は
︑
他
者
と
の
交
際
が

禁
じ
ら
れ
る
﹁
道
広
﹂
く
と
い
う
状
態
で
あ
り
︑
以
降
︑
子
孫
に
知
行
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
副
島
家
の
先
祖
中
務
太
輔
の
妻
が
︑
家
兼
の
兄
で
あ
っ

た
竜
造
寺
家
和
の
娘
で
あ
り
︑
ま
た
代
々
の
当
主
も
︑
家
兼
・
隆
信
時
代
に
お
け
る
諸

合
戦
で
戦
死
を
し
た
り
戦
功
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
格
別
之
家
柄
ニ
付
而
﹂︑
断
絶

し
て
い
た
家
名
が
再
興
さ
れ
て
い

(

)
る
︒

20

鍋
島
家
で
は
︑
家
兼
や
隆
信
を
佐
賀
の
国
人
領
主
で
あ
っ
た
竜
造
寺
家
を
大
き
く
発

佐賀藩における戦死者供養と家名再興
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展
さ
せ
た
人
物
と
し
て
︑
竜
造
寺
家
の
先
祖
の
な
か
で
も
︑
と
り
わ
け
重
要
視
し
て
い

た
︒
こ
の
こ
と
は
藩
主
宗
茂
も
編
纂
事
業
に
携
わ
っ
た
﹃
九
州
治
乱
記
﹄︵﹃
北
肥
戦

誌
﹄︶
や
﹁
肥
陽
軍
記
﹂
と
い
っ
た
江
戸
時
代
の
軍
記
物
に
お
い
て
︑
両
人
の
活
躍
や
事

跡
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
︒
両
人
の
年
忌
法
要
の

み
︑
藩
が
営
ん
で
お
り
︑
他
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑
一
例
と
な
る
が
︑
享
保
一
二
年
三

月
二
○
日
︑
長
楽
庵
よ
り
竜
造
寺
家
和
の
二
○
○
年
忌
の
法
事
を
し
た
い
と
申
し
出
て

き
た
た
め
︑
名
代
を
使
わ
し
て
お

(

)
り
︑
藩
が
直
接
営
む
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
︒

21

第
二
節

家
臣
に
よ
る
家
名
再
興
の
嘆
願
と
戦
死
者
へ
の
意
識

恩
赦
に
よ
る
家
名
再
興
は
︑
家
臣
か
ら
の
嘆
願
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
︒

嘉
永
二
︵
一
八
四
九
︶
年
五
月
に
千
綿
家
が
再
興
さ
れ
た
一
件
を
見
て
み
る
と
︑
四
月
︑

千
綿
家
の
一
類
牛
島
五
左
衛
門
が
︑
当
主
武
右
衛
門
の
無
調
法
に
よ
り
断
絶
し
た
千
綿

家
再
興
の
た
め
願
書
を
提
出
し
た
︒
こ
の
な
か
で
︑
牛
島
は
︑
千
綿
家
の
先
祖
一
平
が

天
正
一
二
年
三
月
︑
竜
造
寺
隆
信
と
と
も
に
肥
前
島
原
半
島
の
沖
田
畷
で
戦
死
し
た
由

緒
を
述
べ
︑﹁
宗
龍
寺
集
位
牌
ニ
も
右
之
者
姓
名
御
書
載
相
成
居
﹂
と
︑
隆
信
の
菩
提
寺

で
あ
る
宗
龍
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
位
牌
に
書
か
れ
た
姓
名
を
も
っ
て
戦
死
し
た
こ
と

の
証
拠
と
し
た
︒
そ
し
て
︑
一
平
の
孫
軍
助
の
島
原
の
乱
に
お
け
る
戦
功
を
述
べ
て
︑

﹁
戦
死
・
戦
功
之
先
祖
江
追
善
も
不
叶
仕
合
実
ニ
嘆
ヶ
敷
参
懸
御
座
候
︑
然
処
︑
此
節

両
明
神
様
大
明
神
号
被
仰
請
候
旨
ニ
付
而
︑
右
様
之
家
筋
御
取
調
之
御
序
も
御
座
候

ハ
ヽ
︑
乍
恐
前
段
之
次
第
ニ
付
御
仁
恵
之
御
評
議
被
成

(

)
下
﹂
た
い
と
︑
千
綿
家
に
戦
死
・

22

戦
功
の
先
祖
が
い
な
が
ら
も
家
名
断
絶
の
た
め
追
善
供
養
が
で
き
ず
嘆
か
わ
し
く
思
っ

て
い
る
の
で
︑
伝
心
院
︵
直
茂
祖
父
清
久
︶・
陽
泰
院
︵
直
茂
後
室
︶
両
明
神
の
大
明
神

号
獲
得
を
契
機
と
し
て
家
名
を
再
興
し
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
祖
先
祭
祀
を
理

由
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
藩
側
も
︑
こ
う
し
た
牛
島
の
嘆
願
を
聞
き

野 口 朋 隆
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﹁
戦
死
戦
功
之
家
断
絶
之
族
百

武
新
三
郎
外
五
人
︑
帰
参
﹂

隆
信
一
五
〇
年
忌

享
保
一
八
︵
一
七
三

三
︶
年
三
月
二
四
日

﹁
吉
茂
公
譜
﹂
一
編
四
巻

一
五
六
頁

﹁
追
腹
・
戦
功
の
子
孫
帰
参
召

出
﹂
九
人

直
茂
一
〇
〇
年
忌

享
保
二
︵
一
七
一
七
︶

年
六
月
二
日

﹁
勝
茂
公
譜
考
補
﹂
一
編

二
巻
三
八
六
頁
︑﹁
深
恭

様
御
祭
祀
ニ
付
戦
死
子

孫
調
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶

島
原
戦
死
の
水
町
勘
右
衛
門

跡
断
絶
に
付
二
男
で
山
伏
播

磨
を
還
俗
さ
せ
家
名
再
興
︑
牢

人
古
川
庄
左
衛
門
﹁
祖
先
ノ
戦

死
ニ
対
シ
﹂
帰
参

隆
信
五
〇
年
忌

寛
永
一
〇
︵
一
六
三

三
︶
年

史

料

内

容

契

機

年

月

日

戦
死
・
戦
功
の
家
臣
の
子
孫
名

跡
再
興
四
人

家
兼
二
五
〇
年
忌

寛
政
七
︵
一
七
九
五
︶

年
九
月
一
三
日

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
七
巻
四
九
二
頁

名
跡
再
興
五
人

重
茂
一
七
年
忌

天
明
六
︵
一
七
八
六
︶

年
六
月
二
二
日

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
六
巻
三
五
七
頁

﹁
抜
群
戦
功
有
之
候
家
筋
計
を

猶
又
調
子
﹂
名
跡
再
興
一
七
人

陽
泰
院
一
五
〇
年

忌

安
永
七
︵
一
七
七
八
︶

年
三
月
一
一
日

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
六
巻
二
五
六
頁

恩
赦
・
名
跡
再
興
二
七
人

万
部
執
行

安
永
五
︵
一
七
七
六
︶

年
五
月
一
日

﹁
宗
茂
公
御
年
譜
﹂
一
編

四
巻
三
六
一
頁

田
原
文
哉
﹁
戦
死
之
訳
を
以
︑

名
跡
被
相
立
﹂

斉
直
入
部
祝

文
化
四
︵
一
八
○
七
︶

年

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
九
巻
六
三
九
頁

﹁
御
由
緒
扨
又
戦
死
戦
功
之
家

筋
﹂
名
跡
再
興
一
〇
人

治
茂
少
将
転
任
祝

享
和
三
︵
一
八
○
三
︶

年
三
月
一
九
日

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
九
巻
五
八
二
頁

﹁
御
由
緒
扨
又
戦
死
戦
功
之
家

筋
﹂
名
跡
再
興

治
茂
少
将
転
任
祝

享
和
二
︵
一
八
○
二
︶

年
五
月
一
一
日

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
九
巻
八
○
頁

﹁
戦
死
戦
功
之
家
筋
及
断
絶
候

名
跡
﹂
再
興
一
〇
人

日
峯
︵
直
茂
︶
大

明
神
号
宣
命
祝

寛
政
七
︵
一
七
九
五
︶

年
一
二
月

﹁
泰
国
院
御
年
譜
地
取
﹂

一
編
九
巻
五
二
頁

﹁
先
祖
戦
死
之
末
を
以
﹂
名
跡

再
興
二
人

伝
心
院
・
陽
恭
院

大
明
神
宣
命
祝

嘉
永
二
︵
一
八
四
九
︶

年
八
月

﹁
深
恭
様
御
祭
祀
ニ
付
戦

死
子
孫
調
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶

﹁
戦
死
・
戦
功
之
家
筋
﹂
に
付
︑

福
地
藤
七
兵
衛
名
跡
再
興

万
部
執
行

天
保
四
︵
一
八
三
三
︶

年
五
月

﹁
深
恭
様
御
祭
祀
ニ
付
戦

死
子
孫
調
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶

﹁
戦
死
之
旨
を
以
︑
名
跡
被
相

立
候
﹂
二
人

隆
信
二
五
〇
年
忌

天
保
四
︵
一
八
三
三
︶

年
三
月

﹁
御
意
請
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶
文

政
三
年

戦
死
・
戦
功
の
家
断
絶
に
付
︑

子
孫
名
跡
再
興
五
人

松
原
神
社
祭
礼
︑

直
茂
二
〇
〇
年
忌

文
政
三
︵
一
八
二
○
︶

年
六
月
一
八
日

﹁
深
恭
様
御
祭
祀
ニ
付
戦

死
子
孫
調
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶

︻
表
一
︼
家
名
再
興
の
契
機

※
各
年
譜
は
﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
所
収
︑
史
料
下
の
巻
数
は
上
記
史
料
の
巻
数
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

﹁
深
恭
様
御
祭
祀
ニ
付
戦

死
子
孫
調
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶



入
れ
︑
五
月
六
日
に
は
︑﹁
先
祖
戦
死
・
戦
功
之
家
筋
ニ
付
︑
今
度
伝
心
大
明
神
様
・
陽

泰
院
大
明
神
様
︑
神
宣
被
仰
請
候
被
対
御
祝
︑
名
跡
被
相
立
候
条
︑
人
柄
一
類
ゟ
奉
願

候
様
被
仰
付
候
﹂
と
︑
家
名
再
興
を
許
可
し
て
い
る
︒
こ
の
た
め
︑
牛
島
は
千
綿
家
の

一
類
の
内
︑
武
右
衛
門
と
又
甥
の
縁
に
あ
っ
た
小
城
鍋
島
家
の
足
軽
村
山
甚
兵
衛
の
二

男
甚
九
郎
を
当
主
に
し
た
い
旨
願
っ
た
︒
そ
の
後
︑
八
月
一
四
日
に
は
︑
牛
島
と
甚
九

郎
が
同
道
し
て
佐
賀
城
へ
行
き
︑
請
役
家
老
鍋
島
茂
真
か
ら
正
式
に
家
督
相
続
を
許
可

す
る
旨
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
翌
一
五
日
に
は
︑
当
主
直
正
へ
初
御
目
見
を
果

た
す
と
と
も
に
︑﹁
名
跡
之
御
礼
﹂
と
し
て
︑
直
正
へ
白
麻
二
○
帖
を
嫡
子
直
大
へ
同
一

○
帖
を
そ
れ
ぞ
れ
献
上
す
る
な
ど
︑
主
従
儀
礼
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
︒
知
行
に
つ
い

て
は
分
か
ら
な
い
が
︑
佐
賀
藩
で
は
天
明
四
年
九
月
一
○
日
に
出
さ
れ
た
達
に
お
い

て
︑
こ
れ
ま
で
﹁
家
柄
等
之
訳
を
以
﹂
半
知
に
て
帰
参
・
名
跡
再
興
を
行
っ
て
き
た
が
︑

今
後
は
︑
ま
ず
小
禄
に
て
再
興
し
︑
そ
の
後
家
督
者
の
奉
公
次
第
で
本
知
に
も
す

(

)
る
︑
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と
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
甚
九
郎
に
対
し
て
も
︑
ま
ず
小
禄
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
︒

そ
れ
か
ら
先
祖
の
戦
死
を
家
臣
＝
当
主
が
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
︑
次
の
事
例
を
提
示
し
て
お
き
た
い
︒
天
明
六
年
の
春
︑
佐
賀
藩
士
小
川

俊
顕
は
︑
肥
前
北
部
の
山
内
地
方
に
あ
る
金
敷
峠
︵
現
佐
賀
市
︶
の
古
戦
場
跡
に
祠
を

建
立
し
て
お
り
︑
こ
こ
に
は
次
の
文
字
が
彫
ら
れ
て
い

(

)
る
︒

24

︹
表
面
︺

︹
裏
面
︺

同
武
蔵
守
信
俊

天
正
十
二
年
甲
申
三
月
二
十
四
日

小
川
筑
後
守
信
安
神
儀

弘
治
三
年
丁
巳
十
月
十
六
日

同
市
右
衛
門
尉
家
俊

文
禄
二
年
癸
巳
六
月
十
二
日

︹
右
戸
︺

三
霊
神
︑
竜
造
寺
・
鍋
島
之
二
氏
任
無
ニ
勲
功
顕
然
︑
終
三
代
共
於
戦
場
遂
忠
死

畢
︑
至
死
忘
後
武
門

閏
光
輝
故
︑
神
霊
国
家
令
守
護
事
無
疑
︑
依
而
先
祖
戦
死

場
於
金
敷
嶺
仰
小
岳
明
神
︑
国
家
并
小
川
氏

守
護
神
奉
崇
者
也

︹
左
戸
︺

小
岳
明
神

小
川
家
は
竜
造
寺
家
以
来
の
譜
代
家
臣
で
あ
る
と
と
も
に
︑
鍋
島
家
と
も
密
接
な
親

族
関
係
に
あ
り
︑
右
の
信
俊
は
鍋
島
直
茂
の
実
弟
で
あ
る
︒
碑
面
に
つ
い
て
説
明
し
て

お
く
と
︑
ま
ず
人
名
は
︑
歴
代
の
小
川
家
当
主
で
あ
り
︑
そ
の
下
の
年
号
は
︑
そ
れ
ぞ

れ
が
討
ち
死
に
し
た
年
月
日
を
書
き
記
し
て
い
る
︒
一
番
古
い
小
川
信
安
は
︑
弘
治
三

︵
一
五
五
七
︶
年
一
○
月
︑
竜
造
寺
家
と
山
内
の
領
主
神
代
家
が
合
戦
を
行
っ
た
金
敷
峠

で
討
ち
死
︑
信
俊
は
︑
沖
田
畷
で
戦
死
︑
家
俊
は
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
に
直
茂
と
と

も
に
出
陣
し
︑
同
地
に
お
い
て
病
死
し
て
い

(

)
る
︒
信
安
・
信
俊
は
い
ず
れ
も
竜
造
寺
隆
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信
の
時
代
に
同
家
の
合
戦
に
参
加
し
討
ち
死
に
し
た
も
の
で
︑
家
俊
が
参
加
し
た
文
禄

の
役
は
︑
竜
造
寺
家
が
作
戦
・
総
指
揮
の
主
体
と
な
っ
た
合
戦
で
は
な
い
が
︑
秀
吉
へ

奉
公
を
行
い
竜
造
寺
家
が
存
続
し
て
い
く
上
で
重
要
な
合
戦
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
次

に
︑
注
目
し
た
い
の
は
︑︹
右
戸
︺
の
文
面
で
あ
る
︒
や
や
意
味
が
取
り
づ
ら
い
箇
所
も

あ
る
が
︑
小
川
家
の
先
祖
で
あ
る
三
人
︵
三
霊
神
︶
は
︑
竜
造
寺
・
鍋
島
両
家
に
仕
え
︑

勲
功
も
明
ら
か
で
あ
り
戦
死
も
し
て
い
る
︒
死
後
も
武
門
は
輝
き
︑
彼
ら
は
﹁
国
家
﹂

を
守
護
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
で
の
﹁
国
家
﹂
と
は
︑﹁
日
本
国
﹂

と
い
う
広
い
意
味
で
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
佐
賀
藩
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
そ
う
す
る
と
︑
俊
顕
に
と
っ
て
先
祖
の
戦
死
は
︑
竜
造
寺
家
の
た
め
で
あ
り
︑
そ

し
て
こ
れ
ら
の
先
祖
は
︑
竜
造
寺
家
と
連
続
す
る
﹁
御
家
﹂
で
あ
る
鍋
島
家
を
も
守
護

す
る
存
在
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
戦
死
に
忠
節
を
置
く
価
値
観
と
︑
戦

佐賀藩における戦死者供養と家名再興
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死
後
も
佐
賀
藩
を
守
護
す
る
と
い
う
先
祖
の
位
置
付
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
︑
俊
顕
に
と
っ
て
先
祖
と
は
︑
小
川
家
だ
け
を
守
護
す
る
と
い
う
単
な
る
祖
先

崇
拝
の
対
象
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
国
家
｣＝
藩
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
る
︒第

三
章

先
祖
の
戦
死
・
戦
功
に
基
づ
く
家
名
の
再
興

第
一
節

主
従
両
者
に
と
っ
て
戦
死
・
戦
功
の
持
つ
意
味

家
臣
が
家
名
再
興
を
願
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
鍋
島
家
の
家
臣
山
本
常
朝
は
︑
編
著

﹃
葉
隠
﹄
の
な
か
で
︑﹁

(直

茂
)

日
峯
様
御
一
〇
〇
年
忌
の
時
分
︑
諸
牢
人
不
残
被
召
出
度
こ
と

也
︒
是
が
御
亡
者
様
の
第
一
に
御
悦
可
被
成
御
法
事
に
て
候
︒
其
段
は
我
等
請
に
立

也
︒
乍
去
倹
約
に
て
行
兼
可
申
候
︒
近
年
は
︑
牢
人
者
・
切
腹
の
跡
な
ど
は
行
捨
被
成
︑

手
明
槍
・
牢
人
な
ど
取
立
無
之
格
の
や
う
に
罷
成

(

)
候
﹂
と
︑
享
保
二
年
の
直
茂
百
年
忌

26

に
お
い
て
︑
恩
赦
に
よ
っ
て
牢
人
や
切
腹
し
た
侍
の
家
名
が
再
興
さ
れ
る
こ
と
が
直
茂

の
一
番
悦
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
︑
近
年
は
倹
約
の
た
め
牢
人
や
罪
科
に
よ
っ

て
断
絶
し
た
侍
の
家
名
再
興
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
︒
今
は
亡
き

直
茂
に
と
っ
て
も
︑
自
身
と
と
も
に
活
動
し
た
家
臣
の
子
孫
が
不
遇
の
状
態
で
あ
る
の

は
嘆
か
わ
し
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
常
朝
の
認
識
な
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
武
家
社
会
に
お
け
る
主
君
は
家
臣
︵
家
督
者
︶
の
戦
死
に
対
し
て
︑
ど
の

よ
う
な
対
応
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
戦
国
末
期
の
事
例
を
一
つ
だ
け
あ
げ
る

と
︑
天
正
一
四
年
九
月
︑
島
津
家
の
北
上
に
よ
り
同
家
へ
臣
従
し
た
筑
後
国
の
豪
族
星

野
家
が
︑
筑
前
若
杉
城
に
籠
城
す
る
も
の
の
秀
吉
軍
の
立
花
宗
茂
に
攻
め
ら
れ
︑
当
主

鎭
胤
以
下
︑
一
族
・
被
官
が
討
ち
死
し
た
︒
こ
の
時
︑
島
津
義
珍
︵
義
弘
︶
か
ら
生
き

残
っ
た
遺
児
長
虎
に
対
し
て
︑﹁
今
度
︑
到
若
杉
城
︑
鎭
胤
兄
弟
之
事
︑
当
邦
以
一
致
之

辻
戦
死
無
比
類
候
︑
殊
更
︑
親
属
已
下
︑
数
輩
同
前
之
由
不
及
言
語
候
︑
於
向
後
︑
無

忘
却
可
加
扶
助
之
条
︑
可
御
心
安

(

)
候
﹂
と
い
う
感
状
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
戦
死
と
い

27

う
忠
に
報
い
る
た
め
︑
遺
族
に
対
し
て
﹁
家
﹂
の
存
続
を
保
証
す
る
こ
と
は
︑
主
君
が

果
た
す
べ
き
義
務
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
家
臣
の
側
も
戦
死
と
い
う
行
為

を
行
え
る
の
で
あ
る
︒
主
君
は
︑
知
行
の
安
堵
や
︑
子
や
親
族
を
家
督
相
続
者
に
据
え

る
な
ど
し
て
︑﹁
家
﹂
の
存
続
に
配
慮
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

戦
死
者
の
子
孫
に
対
す
る
家
名
再
興
は
︑
武
家
社
会
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
慣

習
・
道
徳
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
先
祖
が
戦
死
を
し
て
い
た
り
戦
功

を
あ
げ
て
い
な
が
ら
も
断
絶
し
て
い
る
家
名
の
再
興
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
先
に
み
た

常
朝
の
如
く
︑﹁
御
家
﹂・
大
名
当
主
が
勲
功
を
評
価
し
て
お
ら
ず
︑
家
臣
団
の
﹁
家
﹂

の
連
続
に
も
配
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
不
満
と
な
る
だ
ろ
う
︒
子
孫
の
﹁
家
﹂
が
連
続

し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒
分
家
大
名
の
小
城
鍋
島
家
の
事
例
だ
が
︑
天
保

七
年
に
領
内
宝
珠
庵
に
お
い
て
島
原
の
乱
二
○
○
年
忌
法
要
を
行
っ
た
際
︑
出
席
し
た

戦
死
者
の
子
孫
に
対
し
て
︑
親
類
格
の
鍋
島
邦
衛
か
ら
当
主
鍋
島
直
堯
の
言
葉
と
し
て

﹁
い
つ
れ
も
是
迄
長
久
有
之
︑
目
出
度
被
思
召

(

)
候
﹂
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
戦
死
者
の
子

28

孫
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
目
出
度
い
と
す
る
認
識
な
の
で
あ
る
︒
明
和
九
年
四
月
朔

日
に
本
藩
主
治
茂
は
︑
家
臣
団
へ
代
始
条
目
を
達
す
る
な
か
で
︑﹁
当
家
は
譜
代
之
家

中
︑
他
家
ニ
勝
れ
た
る
事
候
得
は
︑
君
臣
之
儀
一
入
重
き
事
候
︑
行
跡
正
敷
︑
才
能
も

有
之
︑
用
ニ
立
候
者
出
来
候
半
而
不
叶
事
候
︑
飲
酒
遊
侠
に
耽
り
︑
忠
孝
之
道
を
取
失

ひ
︑
父
祖
之
勤
労
を
忘
却
せ
し
め
︑
累
代
之
家
名
を
墜
す
も
の
候
而
は
畢
竟
不
便
之
事

(

)
候
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
治
茂
は
︑
主
従
関
係
の
歴
史
性
を
表
す
﹁
譜
代
﹂
の
重
要
性
を

29説
き
︑
先
祖
代
々
︑
主
従
の
契
り
を
結
ん
で
き
た
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
︑
家
臣
の
﹁
家
﹂

の
存
続
を
気
遣
う
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
伝
統
が
強
い
影
響
力
を
持
つ
近
世
社

会
の
な
か
で
︑
主
君
が
先
祖
の
奉
公
＝
忠
を
軽
視
し
た
り
評
価
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
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先
祖
か
ら
﹁
家
﹂
を
継
承
し
て
い
る
家
臣
団
に
と
っ
て
︑﹁
御
家
﹂・
当
主
に
対
す
る
忠

節
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
り
︑
ひ
い
て
は
奉
公
そ
の
も
の
に
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
と
い
う
構
図
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
二
節

主
従
関
係
の
変
化

こ
う
し
た
先
祖
の
戦
死
を
再
認
識
し
て
い
く
藩
社
会
の
な
か
で
︑
先
祖
の
戦
死
・
戦

功
を
理
由
と
し
た
家
名
再
興
も
実
施
さ
れ
る
が
︑
こ
の
背
景
と
し
て
︑
鍋
島
家
内
に
お

け
る
主
従
関
係
の
在
り
方
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

近
世
に
お
け
る
主
従
関
係
は
︑
主
君
と
家
臣
の
属
人
的
関
係
か
ら
︑
一
七
世
紀
中
頃
以

降
︑﹁
家
﹂
と
﹁
家
﹂
と
の
関
係
に
変
化
し
て
い
く
が
︑
根
幹
は
主
君
に
よ
る
知
行
下
賜

︵﹁
御
恩
﹂︶
と
家
臣
に
よ
る
役
負
担
︵﹁
奉
公
﹂︶
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
︒
し
か
し
鍋

島
家
で
は
︑
早
く
も
慶
長
一
五
年
家
臣
団
に
対
し
て
知
行
の
三
割
を
上
地
さ
せ
た
三
部

上
地
以
降
︑
藩
財
政
の
窮
乏
に
よ
り
家
臣
団
か
ら
の
出
米
・
馳
走
銀
米
が
常
態
化
し
︑

蔵
入
方
と
家
中
財
政
を
一
体
と
す
る
︿
ゆ
い
の
論
理
﹀
を
生
み
出
し
て
い

(

)
た
︒
一
例
と

30

し
て
︑
一
八
世
紀
後
半
︑
本
家
当
主
治
茂
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
藩
政
改
革
で
は
︑
家
臣

か
ら
の
上
申
書
に
お
い
て
︑﹁
当
分
者
御
借
銀
等
ニ
付
而
御
入
方
可
有
之
間
︑
三
部
︑
又

ハ
弐
部
半
を
上
ニ
韻

︑
近
年
之
内
者
御
馳
走
銀
方
被
差
上
候
半
而
不
相

(

)
成
﹂
と
︑
出
米
・

31

馳
走
銀
米
が
︑
藩
財
政
に
少
な
か
ら
ざ
る
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
本
来
奉
公
の
た
め
に
使
わ
れ
る
は
ず
の
家
臣
団
の
知
行
・
俸

禄
か
ら
差
し
出
し
て
い
る
た
め
︑
家
臣
団
も
﹁
諸
組
共
至
極
及
困
窮
︑
武
具
・
馬
具
ニ

至
る
迄
︑
金
ハ
有
之
間
敷
候
﹂
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
︒
家
臣
団
の
経
済
的
困
窮
は
︑

奉
公
の
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
大
名
当
主
は
︑
家
臣
団
の
奉
公
に
報

い
る
た
め
︑
知
行
の
加
増
︑
金
銀
・
道
具
類
の
下
賜
︑
身
分
格
式
の
上
昇
な
ど
︑
様
々

な
褒
美
を
与
え
た
が
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
奉
公
に
対
す
る
意
欲
を
引
き
出
す

上
で
︑﹁
御
家
﹂
の
歴
史
に
依
拠
し
た
動
機
付
け
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
明
和
九

年
九
月
︑
治
茂
は
三
家
以
下
︑
家
臣
団
に
対
し
て
︑
勝
茂
が
制
定
し
た
鍋
島
家
の
藩
法

と
い
う
べ
き
﹁
鳥
之
子
御
帳
﹂
の
改
正
を
仰
せ
渡
す
な
か
で
︑﹁
公
私
之
物
入
多
︑
勝
手

向
逐
日
差
支
︑
到
而
近
年
は
漸
當
然
を
凌
候
事
ニ
相
成
︑
忠
孝
仁
義
之
道
も
難
相
立
候

︵
中
略
︶
我
等
代
始
ゟ
も
家
中
并
下
〻
迠
困
窮
之
段
︑
連
〻
令
承
知
︑
朝
暮
心
を
苦
事

(

)
候
﹂
と
︑
現
在
︑
勝
手
向
の
困
窮
か
ら
忠
孝
仁
義
の
道
が
立
ち
難
く
な
っ
て
お
り
︑
家

32臣
団
の
経
済
的
困
窮
も
承
知
し
て
い
る
と
述
べ
た
後
︑
家
臣
に
対
し
て
︑﹁
先
祖
草
創
之

御
辛
労
を
察
し
︑
国
家
之
根
元
堅
固
ニ
相
立
︑
国
中
端
〻
ニ
至
ル
迠
︑
不
順
之
支
配
な

く
四
民
致
安
堵
候
様
︑
忠
孝
真
実
之
志
を
励
︑
各
可
被
尽
職
分
儀
勿
論
候
︑
於
然
は
︑

対
国
家
候
而
は
中
興
之
大
功
︑
對
先
祖
候
而
は
累
代
之
可
為
追
孝
︑
寄
合
日
其
外
不
時

之
参
会
︑
何
れ
も
無
懈
怠
致
出
仕
︑
国
家
ニ
相
懸
儀
は
勿
論
︑
万
端
身
ニ
引
請
候
而
令

吟
味
﹂
る
よ
う
に
と
︑﹁
御
家
﹂
の
草
創
期
に
お
け
る
先
祖
の
辛
労
を
察
し
︑
四
民
が
安

堵
す
る
政
治
を
行
う
た
め
︑
忠
孝
真
実
の
志
に
励
み
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
尽
す
よ
う

に
説
き
︑
こ
れ
が
先
祖
へ
の
追
善
と
な
る
こ
と
は
勿
論
︑﹁
国
家
﹂
へ
の
忠
節
に
な
る
と

強
調
し
て
い
る
︒
主
従
の
経
済
的
困
窮
が
進
行
す
る
な
か
で
︑
主
君
は
︑
実
際
に
幕
藩

官
僚
と
し
て
藩
政
を
担
っ
て
い
る
家
臣
団
の
﹁
御
家
﹂
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
高
め
︑

職
務
へ
の
意
欲
を
引
き
出
す
必
要
が
あ
っ
た
︒

も
っ
と
も
︑
戦
死
者
を
出
し
て
い
な
い
﹁
家
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
近
世
武
家
社
会
で
は
︑

先
に
見
た
よ
う
に
︑
幕
藩
官
僚
と
し
て
自
身
の
職
務
を
怠
惰
な
く
勤
め
る
こ
と
が
功
と

な
り
忠
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
日
常
の
奉
公
＝
忠
に
励
む
こ
と
で
︑
た

と
え
家
名
が
断
絶
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
再
興
を
期
待
で
き
た
︒
一
例
を
あ
げ
る

と
︑
天
保
七
年
一
二
月
二
一
日
︑
代
々
請
役
家
老
を
勤
め
て
き
た
多
久
家
当
主
茂
澄

︵
親
類
同
格
︶
は
︑
当
主
直
正
の
妹
で
自
身
の
正
室
の
妹
で
も
あ
る
區
姫
と
密
通
し
た
疑

い
に
よ
り
牢
人
に
処
さ
れ
︑
一
旦
家
名
断
絶
と
な
っ
た
︒
翌
日
︑
子
茂
族
に
︑
減
知
の
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上
︑
七
千
石
が
安
堵
さ
れ
た
︒
同
一
四
年
二
月
一
五
日
︑
茂
澄
に
対
し
て
︑﹁
先
祖
抜
群

之
依
勲
功
﹂
と
い
う
理
由
か
ら
恩
赦
が
発
せ
ら
れ
︑
茂
澄
の
罪
が
許
さ
れ
︑
多
久
家
に

対
し
て
も
︑
元
通
り
の
知
行
地
が
返
還
さ
れ

(

)
た
︒
こ
の
事
例
は
︑
改
易
・
牢
人
と
な
っ

33

た
の
が
︑
た
っ
た
一
日
と
い
う
極
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
恩
赦
が
発
令
さ
れ

た
理
由
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
先
祖
が
勲
功
を
有
し
て
い
る
か
ら
罪
を
許
す
と
い
う
も

の
で
あ
り
︑
勲
功
が
あ
れ
ば
﹁
家
﹂
が
再
興
す
る
と
い
う
藩
側
の
認
識
を
如
実
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
家
臣
に
対
し
て
も
勲
功
＝
奉
公
を
行
う
よ
う
に
求
め
る

の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
と
︑
近
世
初
頭
に
お
け
る
藩
祖

直
茂
の
追
善
供
養
は
︑
狭
義
の
鍋
島
の
﹁
家
﹂
の
葬
送
儀
礼
と
し
て
出
発
し
た
が
︑
戦

死
者
や
殉
死
者
の
子
孫
と
と
も
に
年
忌
法
要
を
営
む
﹁
御
家
﹂
の
行
事
に
ま
で
拡
大
さ

れ
儀
礼
化
し
て
い
っ
た
︒
特
に
︑
合
戦
の
戦
死
者
供
養
に
お
け
る
参
加
者
は
︑
戦
死
者

の
子
孫
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
︑
戦
死
者
の
調
査
を
藩
は
各
法
要
毎
に
行
っ
て
い
た
︒

ま
た
︑
戦
死
し
た
先
祖
を
持
つ
家
臣
か
ら
藩
へ
由
緒
を
提
出
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と

で
︑
参
加
が
認
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
佐
賀
藩
で
は
︑
戦
死
者
の
子
孫
で
あ
れ
ば
︑

恩
赦
の
対
象
と
な
っ
た
り
︑
時
に
断
絶
と
な
っ
て
い
て
も
家
名
が
再
興
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
家
臣
に
と
っ
て
︑
戦
死
者
の
子
孫
で
あ
る
か
否
か
は
重
要
で
あ

り
︑
年
忌
法
要
に
お
け
る
焼
香
と
い
う
儀
礼
も
単
な
る
儀
礼
的
行
為
で
は
な
く
︑
極
め

て
政
治
的
な
意
図
を
持
つ
葬
送
儀
礼
で
あ
っ
た
︒
藩
側
か
ら
す
れ
ば
︑
先
祖
の
戦
死
・

戦
功
と
結
び
付
い
た
恩
赦
に
よ
っ
て
家
臣
の
﹁
家
﹂
を
再
興
さ
せ
る
こ
と
で
︑
大
名
当

主
が
家
臣
団
の
﹁
家
﹂
の
連
続
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
︑
先
祖
の
忠

節
を
模
範
と
し
て
︑﹁
御
家
﹂
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

は
じ
め
に
で
述
べ
た
通
り
︑
中
世
で
は
幕
府
が
敵
味
方
の
区
別
無
く
行
っ
て
き
た
戦

死
者
の
追
悼
が
︑
近
世
に
な
る
と
藩
が
︑
そ
れ
も
味
方
の
み
供
養
を
行
っ
て
い
た
︒
本

稿
で
は
江
戸
幕
府
の
戦
死
者
供
養
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
︑

幕
府
が
諸
藩
の
戦
死
者
を
供
養
す
る
意
思
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
︑
各
大
名
家
が
経
験
・
参
加
し
た
合
戦
の
歴
史
が
︑
中
央
政
権
と
は
関
係
の
無

い
︑
い
わ
ば
局
地
的
な
戦
い
で
あ
れ
ば
︑
江
戸
幕
府
が
法
要
を
行
う
必
要
も
無
い
こ
と

は
容
易
に
想
定
で
き
る
︒
し
か
し
幕
府
が
関
ヶ
原
の
戦
い
や
大
坂
両
陣
︑
さ
ら
に
島
原

の
乱
と
い
っ
た
諸
大
名
家
が
参
加
し
た
合
戦
に
お
け
る
戦
死
者
︑
つ
ま
り
将
軍
か
ら
見

て
陪
臣
ま
で
を
対
象
と
し
て
︑
彼
ら
の
子
孫
を
参
加
さ
せ
る
よ
う
な
慰
霊
を
行
っ
て
い

な
い
こ
と
は
︑
幕
府
で
あ
っ
て
も
︑
諸
藩
の
戦
死
者
供
養
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
佐
賀
藩
で
は
家
臣
団
の
戦
死
・

戦
功
と
家
名
再
興
と
が
大
き
く
関
連
す
る
様
に
な
り
︑
恩
赦
は
大
名
家
の
領
主
的
権
能

と
し
て
刑
罰
権
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
︒
こ
の
た
め
︑
幕
府
は
大
名
家
の
恩
赦
に
直

接
介
入
し
て
︑
恩
赦
の
発
令
を
中
止
さ
せ
た
り
︑
恩
赦
の
可
否
そ
の
も
の
に
変
更
を
迫

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
無
か
っ
た
︒
佐
賀
藩
で
は
恩
赦
を
戦
死
・
戦
功
と
結
び
付
け

て
発
令
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
戦
死
者
を
出
し
た
家
の
子
孫
︵
家
臣
︶
も
ま
た
︑
先
祖

の
戦
死
は
﹁
御
家
﹂
の
た
め
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
戦
死
者
を
取
り
巻
く

環
境
の
な
か
で
︑
藩
祖
の
年
忌
法
要
や
合
戦
の
追
善
供
養
が
営
ま
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑

藩
主
と
家
臣
そ
れ
ぞ
れ
が
共
有
す
る
歴
史
を
具
現
化
し
た
行
為
と
し
て
︑
幕
府
で
あ
っ

て
も
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
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︻
註
︼

(１
)
川
合
康
・
堀
新
﹁
頼
朝
の
﹁
呪
縛
﹂︑
信
長
の
﹁
構
想
﹂﹂︵﹃
ア
リ
エ
ス
﹄
二
︑
二
○
○
五
年
︶︒

(２
)
か
か
る
点
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
先
祖
の
戦
功
を
め
ぐ
る
﹁
御
家
﹂
内
の
動
向
に
つ
い
て
︱
佐

賀
鍋
島
家
の
系
譜
認
識
と
戦
功
書
の
成
立
・
作
成
状
況
︱
﹂︵﹃
論
集
き
ん
せ
い
﹄
二
八
号
︑
二

○
○
六
年
︶
に
お
い
て
ま
と
め
た
の
で
︑
参
照
さ
れ
た
い
︒

(３
)
同
右
拙
稿
論
文
︒

(４
)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
二
巻
︑﹁
勝
茂
公
譜
考
補
﹂
六
四
○
頁
︒

(５
)
註
(２
)拙
稿
論
文
︒

(６
)﹃
佐
賀
県
史
料
集
成
﹄
一
二
巻
︑﹁
坊
所
鍋
島
家
文
書
﹂
六
三
五
号
︒

(７
)﹃
佐
賀
県
史
料
集
成
﹄
一
二
巻
︑﹁
坊
所
鍋
島
家
文
書
﹂
六
三
六
号
︒

(８
)﹃
佐
賀
県
史
料
集
成
﹄
一
二
巻
︑﹁
坊
所
鍋
島
家
文
書
﹂
六
六
四
号
︒

(９
)﹃
佐
賀
県
史
料
集
成
﹄
一
二
巻
︑﹁
坊
所
鍋
島
家
文
書
﹂
五
四
六
号
︒

(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
四
巻
︑﹁
吉
茂
公
御
年
譜
﹂
一
五
六
頁
︒
以
下
︑
直
茂
一
〇
〇

10

年
忌
に
つ
い
て
は
︑
同
上
史
料
に
拠
る
︒

(

)
註
(２
)拙
稿
論
文
︒

11(

)﹁
鍋
島
文
庫
﹂
鍋
島
報
效
会
所
蔵
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
︒
以
下
︑﹁
鍋
島
﹂
と
略
称
す
る
︒

12(

)﹁
御
記
録
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶
天
明
三
年
︒

13(

)﹁
鍋
島
市
佑
家
資
料
﹂
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
︒

14(

)
佐
賀
藩
の
恩
赦
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
佐
賀
藩
鍋
島
家
に
お
け
る
恩
赦
の
構
造
と
変
容
﹂︵﹃
歴

15

史
学
研
究
﹄
八
六
二
号
︑
二
○
一
○
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
編
第
三
巻
﹁
石
田
私
史
﹂
二
八
一
頁
～
二
八
二
頁
︒

16(

)
分
家
大
名
で
あ
る
小
城
鍋
島
家
の
事
例
だ
が
︑
同
家
の
﹁
日
記
﹂︵﹁
小
城
鍋
島
家
文
庫
﹂
佐
賀

17

大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
︶
文
化
四
年
七
月
一
二
日
の
項
に
は
︑
元
家
臣
仁
戸
田
平
八
が
前
々
年

に
牢
人
と
な
り
配
所
は
山
代
郷
で
あ
り
﹁
つ
つ
し
ん
で
い
る
﹂
必
要
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑

﹁
御
構
場
所
﹂
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
捉
え
て
欲
し
い
と
の
願
い
が
あ
っ
た
︒

(

)﹁
白
石
鍋
島
家
文
書
﹂︵
鍋
島
報
效
会
所
蔵
︶︒

18(

)﹁
御
意
請
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶
に
よ
れ
ば
︑
文
化
一
四
年
九
月
︑
今
後
直
茂
の
年
忌
は
﹁
日
峯
様
御
年

19

祭
﹂
と
唱
え
る
様
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒

(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
九
巻
﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
五
二
頁
︒

20(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
四
巻
﹁
吉
茂
公
御
年
譜
﹂
二
六
三
頁
︒

21(

)﹁
深
恭
様
御
祭
祀
ニ
付
戦
死
子
孫
調
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶︒
以
下
︑
千
綿
家
の
事
例
は
同
史
料
に
拠
る
︒

22

(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
三
一
九
頁
︒

23(

)
本
稿
で
は
﹃
富
士
町
史
﹄
か
ら
引
用
し
た
︒

24(

)﹃
佐
賀
県
史
料
集
成
﹄
二
八
巻
︑﹁
小
川
家
文
書
﹂
七
三
号
︒

25(

)
岩
波
思
想
体
系
二
六
﹃
三
河
物
語

葉
隠
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
四
年
︶﹁
聞
書
﹂
一
︑
二
二
︒

26(

)
小
城
市
立
歴
史
資
料
館
所
蔵
﹁
星
野
家
文
書
﹂︒﹃
佐
賀
県
古
文
書
集
成
﹄
第
二
八
巻
﹁
星
野
家

27

文
書
﹂
二
に
翻
刻
が
あ
る
︒
な
お
︑
星
野
家
は
そ
の
後
鍋
島
家
へ
臣
従
し
て
い
る
︒

(

)
小
城
藩
﹁
日
記
﹂︵﹁
小
城
鍋
島
家
文
庫
﹂
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
︶
天
保
七
年
四
月
一
二

28

日
の
項
︒

(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
五
巻
﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
三
四
一
頁
～
三
四
二
頁
︒

29(

)
高
野
信
治
﹃
藩
国
と
藩
輔
の
構
図
﹄︵
名
著
出
版
︑
二
○
○
二
年
︶
一
九
六
頁
︒

30(

)﹁
御
仕
組
八
ヶ
条
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶︒

31(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
五
巻
﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
四
九
八
頁
～
四
九
九
頁
︒
な

32

お
︑
上
記
翻
刻
史
料
の
な
か
で
︑
朱
字
書
き
入
れ
や
抹
消
文
字
に
つ
い
て
は
筆
者
が
補
筆
訂
正

し
た
︒

(

)︵﹁
御
屋
形
日
記
﹂
多
久
市
立
郷
土
資
料
館
所
蔵
︶︒

33

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
博
士
研
究
員
︶
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