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は
じ
め
に

キ
リ
ス
ト
教
禁
制
下
の
慶
応
二
年
︑
長
崎
で
実
弟
の
綾
部
幸
煕
と
と
も
に
米
国
の
宣

教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
洗
礼
を
受
け
た
佐
賀
藩
親
類
・
村
田
政た
だ

矩の
り

︵
若
狭
︶
は
︑
明
治
以
来
︑
さ
ま
ざ
ま
な
出
版
物
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
お
り
︑
日
本

キ
リ
ス
ト
教
史
で
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
︒
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
も
多
数
の
文
章
が
み
ら
れ

(１
)る

︒
欧
米
で
も
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
を
も
の
と
も
せ
ず

に
︑
信
仰
を
貫
い
た
日
本
の
初
期
受
洗
者
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い

(２
)る

︒

一
般
に
家
老
と
い
わ
れ
る
最
上
層
の
武
士
で
あ
り
な
が
ら
︑
長
崎
湾
の
波
間
に
浮
か

ん
で
い
た
キ
リ
ス
ト
教
書
を
偶
然
手
に
入
れ
︑
八
方
手
を
尽
く
し
て
一
〇
年
以
上
に
わ

た
っ
て
聖
書
を
研
究
し
︑
秘
密
裏
に
洗
礼
を
受
け
た
と
さ
れ
る
﹁
秘
話
﹂
が
︑
多
く
の

人
々
の
興
味
を
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
︒

筆
者
は
既
に
弟
綾
部
の
生
涯
を
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
︑
受
洗
の
動
機
や
彼

の
人
生
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
試
み

(３
)た

︒
本
稿
は
村
田
に
つ

い
て
同
様
の
こ
と
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
綾
部
と
比
較
す
れ
ば
そ
の
生
涯
や

受
洗
の
経
緯
が
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
従
来
の
叙
述
に
は
実
証
的
と
は
言
え
ぬ
部

分
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
︒
で
き
る
限
り
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
︑
誤
り
が
あ
れ
ば
修

正
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
︒
そ
の
上
で
︑
村
田
・
綾
部
兄
弟
の
受
洗
動
機
に
つ
い

て
の
考
察
を
深
め
た
い
︒

村
田
・
綾
部
を
含
め
た
最
初
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
に
つ
い
て
の
研
究
史
を

振
り
返
る
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
学
の
専
門
家
の
う
ち
歴
史
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
や
教
会

教
師
︑
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
著
述
家
ら
が
専
ら
担
っ
て
き
た
︒
そ
の
叙
述
は
主
に
外
国
人

宣
教
師
の
残
し
た
書
簡
や
回
想
録
を
使
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
英
米
の
神
学
校
な
ど
に

保
存
さ
れ
て
い
た
原
史
料
を
掘
り
起
こ
し
て
和
訳
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
解
明
し
た
業

績
は
不
動
の
も
の
で
あ

(４
)る

︒
だ
が
︑
一
方
で
国
内
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
か
っ

た
ほ
か
︑
根
拠
史
料
が
あ
い
ま
い
な
明
治
・
大
正
期
か
ら
の
伝
記
類
を
下
敷
き
に
叙
述

を
繰
り
返
し
︑
い
わ
ば
伝
説
の
再
生
産
を
し
て
き
た
嫌
い
も
な
く
は
な
か
っ
た
︒

他
方
︑
日
本
近
世
史
学
の
側
は
従
来
︑
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
に
ほ
と
ん
ど

関
心
を
払
う
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
歴
史
学
が
近
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
抱

く
の
は
︑
幕
藩
制
を
成
り
立
た
せ
た
柱
の
一
つ
と
し
て
の
鎖
国
体
制
に
関
し
て
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
幕
藩
制
国
家
の
崩
壊
及
び
明
治
新
政
府
の
発
足
過
程
に
お
い
て
︑

欧
米
列
強
と
の
外
交
交
渉
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
で
︑
浦
上
四
番
崩
れ
や

明
治
六
年
の
キ
リ
ス
ト
教
黙
許
に
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ

(５
)る

︒
し
か
し
︑
村
田
・
綾

部
ら
個
別
信
者
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

で
き
る
な
ら
ば
こ
の
二
つ
の
研
究
領
域
の
隙
間
を
埋
め
︑
近
代
日
本
社
会
の
形
成
に

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
キ
リ
ス
ト
教
︑
就
中
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
移
入

が
︑
そ
の
初
め
に
お
い
て
個
人
の
レ
ベ
ル
で
い
か
に
な
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
手
掛
か

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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り
と
し
た
い
︒

一
︑
村
田
の
﹁
物
語
﹂
の
形
成
過
程

確
認
で
き
る
範
囲
で
村
田
・
綾
部
兄
弟
の
受
洗
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
記
述
は
︑
一

八
六
九
年
七
月
よ
り
前
に
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教
系
新
聞
T
he
Sow
er
に
掲
載
さ
れ
た

記
事
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
は
︑
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教
系
新
聞
で
あ
る
T
he
M
ission-

ary
H
erald
一
八
六
九
年
七
月
号
の
記
事
に
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
﹁︵
力
の
あ

る
大
名
の
︶
第
一
の
家
臣
が
二
︑
三
年
前
に
日
本
に
い
る
宣
教
師
の
一
人
か
ら
弟
と
共

に
洗
礼
を
受
け
ま
し
た
﹂
と
あ

(６
)り

︑
こ
れ
は
村
田
・
綾
部
兄
弟
の
こ
と
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
︒

そ
の
後
は
︑
一
八
七
七
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
版
さ
れ
た
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
"T
he

F
irst
B
aptism
ofC
onverts
in
Jap(７

)
an"や
︑
一
八
八
三
年
に
横
浜
で
出
版
さ
れ
た
フ

ル
ベ
ッ
キ
の
"H
istory
of
Protestant
M
issions
in
Jap(８

)
an"を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
︒日

本
語
出
版
物
に
お
け
る
最
古
の
記
述
は
︑
管
見
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
よ
り
も
遅
い

﹃
基
督
教
新
聞
﹄
明
治
二
四
︵
一
八
九
一
︶
年
一
〇
月
二
日
号
の
﹁
社
説
／
故
村
田
若
狭

守
肖
像
成
る
﹂
で
あ
る
︒
関
貢
米
と
い
う
人
物
が
︑
村
田
の
受
洗
を
︑
大
藩
の
重
臣
で

あ
り
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
下
に
身
を
以
て
開
明
思
想
を
受
け
入
れ
た
勇
気
あ
る
行

動
だ
と
感
動
し
︑
古
写
真
を
も
と
に
肖
像
画
を
作
製
し
た
︑
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒

関
は
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
属
し
た
改
革
派
教
会
の
開
い
た
学
校
で
あ
る
東
京
一
致
英
和

学
校
︵
現
明
治
学
院
︶
を
明
治
一
九
年
に
卒
業
し
︑
中
学
校
の
英
語
教
師
や
大
阪
毎
日

新
聞
記
者
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ

(９
)る

︒
前
述
の
﹁
社
説
﹂
に
は
︑
村
田
が
聖
書
研
究
の

た
め
に
使
っ
た
江
口
と
い
う
家
臣
の
名
を
挙
げ
る
な
ど
︑
先
行
す
る
英
語
出
版
物
よ
り

詳
し
い
記
述
も
み
ら
れ
︑
関
は
同
英
和
学
校
で
先
述
の
英
文
著
作
物
を
読
ん
だ
り
︑
宣

教
師
か
ら
話
を
聞
い
た
り
し
て
受
洗
の
事
実
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
︒

一
八
九
三
年
に
は
日
本
人
と
思
わ
れ
る
J.M
aeda
が
横
浜
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
に

"T
he
F
irst
Protestant
B
eliever
in
Jap(

)
an"と
い
う
英
語
読
み
物
を
書
い
て
お
り
︑

10

そ
の
後
は
︑
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
概
説
書
や
一
般
向
け
読
み
物
︑
ま
た
は
主
に

フ
ル
ベ
ッ
キ
に
焦
点
を
当
て
た
著
述
の
中
で
多
数
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒

こ
の
よ
う
に
村
田
・
綾
部
兄
弟
の
受
洗
に
関
す
る
記
述
は
︑
ま
ず
は
受
洗
直
後
に
米

国
の
出
版
物
で
紹
介
さ
れ
︑
そ
れ
ら
が
日
本
へ
逆
輸
入
さ
れ
て
日
本
語
出
版
物
に
書
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

二
︑
典
型
的
な
受
洗
の
﹁
物
語
﹂

現
在
︑
日
本
で
語
ら
れ
て
い
る
最
も
典
型
的
な
村
田
に
つ
い
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
概

要
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ

(
)る

︒
11

佐
賀
藩
家
老
・
村
田
政
矩
は
一
八
五
四
︵
安
政
元
︶
年
︑
英
国
艦
隊
が
入
港

し
た
長
崎
に
赴
任
し
て
い
た
︒
あ
る
日
︑
家
臣
の
古
川
礼
之
助
が
長
崎
湾
の
海

上
を
漂
う
小
さ
な
包
み
を
見
つ
け
︑
拾
い
上
げ
た
と
こ
ろ
そ
れ
は
外
国
語
の
書

物
だ
っ
た
︒
こ
の
書
物
を
村
田
は
受
け
取
り
︑
幕
府
の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳
に
尋

ね
た
と
こ
ろ
︑
英
語
の
聖
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
さ
ら
に
内
容
を
知
ろ

う
と
上
海
か
ら
漢
文
聖
書
を
取
り
寄
せ
た
︒

村
田
は
︑
長
崎
に
フ
ル
ベ
ッ
キ
と
い
う
宣
教
師
が
い
る
こ
と
を
知
り
︑
藩
家

老
の
立
場
に
あ
る
自
身
が
訪
ね
る
わ
け
に
も
い
か
ず
︑
家
来
の
江
口
梅
亭
を
医

学
の
勉
強
の
名
目
で
派
遣
し
た
︒
さ
ら
に
弟
の
綾
部
三
左
衛
門
と
本
野
周
蔵
を

中 島 一 仁
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派
遣
し
た
︒
聖
書
の
学
習
は
︑
英
訳
聖
書
・
オ
ラ
ン
ダ
語
聖
書
・
二
種
類
の
漢

訳
聖
書
を
テ
キ
ス
ト
に
行
わ
れ
た
︒
青
年
た
ち
の
約
四
年
間
の
勉
強
を
経
て
︑

村
田
は
一
八
六
六
︵
慶
応
二
︶
年
に
綾
部
と
と
も
に
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
洗
礼
を

受
け
た
︒

村
田
は
藩
主
鍋
島
直
大
に
受
洗
の
事
実
を
報
告
し
た
よ
う
だ
が
︑
開
明
派
の

藩
主
は
家
老
か
ら
引
退
さ
せ
る
だ
け
で
済
ま
せ
た
︒
村
田
は
佐
賀
郡
久
保
田
村

の
自
分
の
屋
敷
に
帰
り
︑
嘉
瀬
川
河
畔
の
農
家
の
納
屋
を
借
り
︑
家
臣
や
親
族

を
集
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
広
め
︑
聖
書
の
和
訳
に
も
取
り
組
ん
だ
︒
キ

リ
ス
ト
教
禁
制
が
解
け
る
前
の
一
八
七
二
︵
明
治
五
︶
年
に
死
去
し
た
︒

三
︑
史
料
に
見
る
村
田
政
矩

前
章
の
﹁
物
語
﹂
の
中
か
ら
八
つ
の
論
点
を
抽
出
し
︑
史
料
か
ら
見
え
る
村
田
像
を

探
っ
て
み
た
い
︒

︵
一
︶
藩
政
を
主
導
し
た
家
老
像

村
田
の
藩
内
に
お
け
る
役
職
は
﹁
家
老
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
の
既
刊
書
・
論
文

も
同
様
で
あ
る
︒
前
掲
﹁
長
崎
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹂
で
は
﹁
筆
頭
家
老
﹂
と
し
て
い
る
︒

要
す
る
に
佐
賀
藩
指
導
部
の
中
核
に
座
り
︑
藩
政
を
主
導
し
た
実
務
家
の
ト
ッ
プ
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

村
田
家
は
︑
佐
賀
藩
家
中
の
最
上
層
に
位
置
す
る
﹁
親
類
﹂
四
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

﹁
筆
頭
家
老
﹂
と
書
か
れ
た
の
は
︑
前
掲
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
書
籍
に
"W
akasa,the
first

K
aro
(M
inister)
ofthe
prince
ofH
izen"と
あ

(
)る

の
が
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と

12

推
測
さ
れ
る
が
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
︑
一
般
に
家
老
と
言
わ
れ
る
重
臣
の
中
で
も
最
上
層

の
家
格
で
あ
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

知
行
高
は
一
万
七
七
〇
石
と
︑
陪
臣
で
あ
り
な
が
ら
大
名
級
で
あ
っ
た
︒
村
田
の
生

家
は
家
老
の
家
格
で
あ
っ
た
鍋
島
︵
深
堀
︶
家
で
︑
文
化
一
一
年
︑
肥
前
・
深
堀
︵
現

長
崎
市
︶
の
屋
敷
で
生
ま
れ
た
︒
文
政
八
年
に
村
田
政
恒
の
養
子
と
な
り
︑
す
ぐ
に
同

家
の
家
督
を
継
い
だ
︵
以
下
︑
村
田
の
主
な
経
歴
に
つ
い
て
は
表
参
照
︶︒

で
は
︑
親
類
・
村
田
家
は
藩
家
中
で
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

⁝
⁝
由
来
︑
宗
室
は
御
親
類
と
称
へ
ら
れ
て
︑
公
室
の
分
身
な
れ
ば
︑
政
令
の

上
に
超
然
と
し
て
︑
執
政
の
職
を
引
き
受
く
る
事
な
く
︑
之
が
監
視
に
当
る
位
置

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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【表】村田政矩の経歴

３月２年

神埼郡代

隠居（→八介が再家督）

家督

58歳１月４年

（「御親類御家老諸役 下」「御親類より中老9代々覚書 上」「代々記 上」「請御意
（明治元年）」「御意請（明治２年）」〈以上すべて鍋島家文庫〉、「龍造寺系図」〈東京大
学史料編纂所〉から作製）

14歳

12歳

３年

長崎仕組方頭人42歳５月安政 ２年

乍休息請役所日勤55歳９月明治 元年

政府日勤諸事申談56歳

９月嘉永 元年

隠居（→嫡子八介が家督）36歳２月

10年

２年

三たび家督37歳12月

再家督33歳３月弘化 ３年

江戸屋敷都合頭人秋

文政 ８年

〃

佐嘉郡代・勘定所35歳

12月〃

弘道館頭人25歳天保 ９年

弘道館頭人。乍休息請役所日勤26歳９月10年

９月

６月

隠居（→養父政恒が再家督）



に
あ
る
と
共
に
︑
他
方
に
向
つ
て
は
一
門
家
老
と
い
ひ
て
︑
ま
ゝ
江
戸
に
も
出
府

し
て
邸
内
の
長
と
な
れ
ど
︑
平
常
は
邸
に
あ
り
て
優
遊
閑
日
月
を
娯
し
む
を
以

て
︑
自
然
遊
惰
に
流
れ
易
き
も
の
あ
り
︑
⁝

(
)⁝13

親
類
は
対
外
的
に
は
一
門
家
老
と
称
し
︑
藩
内
で
は
法
令
に
縛
ら
れ
な
い
特
権
的
な

身
分
で
︑
実
務
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
執
政
に
な
ら
ず
に
そ
の
監
督
に
当
た
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
︒
実
際
︑
村
田
は
藩
政
を
司
る
請
役
家
老
︵
執
政
︶
に
は
な
っ
て
い
な
い
︵
表

参
照
︶︒﹁
乍
休
息
請
役
所
日
勤
﹂
は
︑
請
役
へ
の
助
言
を
行
う
役
目
で
あ
ろ
う
と
想
像

さ
れ
︑
一
時
的
に
藩
政
中
枢
に
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
大
方
は
郡

代
や
︑
藩
校
・
江
戸
屋
敷
の
責
任
者
な
ど
を
務
め
て
い
た
︒

明
治
二
年
三
月
に
任
じ
ら
れ
た
﹁
政
府
日
勤
諸
事
申
談
﹂
は
︑
激
動
の
明
治
維
新
期

に
あ
っ
て
藩
政
の
中
心
に
あ
る
職
と
言
え
そ
う
だ
が
︑
村
田
の
娘
婿
で
あ
る
親
類
︑
鍋

島
︵
白
石
︶
直
暠
も
同
じ
役
に
一
緒
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
︑
娘
婿
の
神く
ま

代し
ろ

直
宝
︵
親
類
︶

が
執
政
に
就
い

(
)た

の
に
伴
う
︑
後
見
役
的
な
意
味
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

14

か
︒村

田
家
及
び
村
田
政
矩
に
関
し
て
は
︑
先
述
の
引
用
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
も

あ
る
︒
管
見
で
は
既
刊
書
で
は
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
︑
長
い
が
引
用
す
る

︵﹁
公
﹂
と
は
鍋
島
直
正
の
こ
と
︶︒

⁝
⁝
久
保
田
は
龍
造
寺
の
本
家
に
て
︑
川
久
保
よ
り
収
入
稍
多
か
り
し
が
︑
先

代
讃
岐
正
恒

(
マ

マ

)
よ
り
文
化
の
華
奢
な
る
気
習
に
浸
潤
し
︑
そ
の
用
人
本
野
嘉
左
衛
門

の
頗
る
理
財
に
長
じ
た
り
し
よ
り
︑
家
計
裕
か
な
る
を
致
し
て
城
北
に
広
き
邸
を

囲
ひ
︑
川
流
に
水
車
を
装
置
し
て
筧
よ
り
水
を
室
内
に
引
き
用
ゐ
た
れ
ば
︑
久
保

田
屋
敷
水
車
の
音
と
て
︑
深
夜
周
囲
の
地
に
響
く
を
以
て
評
判
な
り
き
︒
加
之
同

家
は
常
に
娯
楽
遊
戯
を
催
ほ
し
︑
盲
法
師
に
し
て
此
邸
に
出
入
せ
ざ
る
者
は
世
に

之
を
上
手
と
せ
ぬ
と
い
ふ
有
様
に
て
︑
由
縁
ゆ
か
り

の
者
は
往
い
て
其
演
芸
を
見
る
を
娯

し
む
等
︑
優
美
の
家
風
を
長
じ
た
り
︒
当
主
若
狭
正
矩

(
マ

マ

)
は
深
堀
家
よ
り
養
子
と
な

り
し
が
︑
幼
時
よ
り
長
崎
に
蘭
国
よ
り
輸
入
せ
ら
る
ゝ
機
巧
品
︑
時
計
︑
眼
鏡
︑

室
内
装
飾
︑
便
利
の
器
械
等
の
蒐
集
を
嗜
好
し
た
り
し
を
以
て
︑
西
洋
珍
奇
の
物

の
此
人
よ
り
導
か
れ
て
世
に
行
は
る
ゝ
に
至
り
た
る
も
の
少
か
ら
ず
︑
即
ち
文
明

平
和
の
利
器
の
使
用
は
此
人
に
負
ふ
所
多
き
な
り
︒
彼
は
性
格
優
良
に
し
て
身
長

高
く
風
采
美
な
り
し
か
ば
︑
長
崎
往
来
の
奉
行
其
他
幕
吏
の
彼
に
応
接
し
た
り
し

者
は
︑
天
晴
立
派
の
家
老
よ
と
褒
め
ざ
る
は
無
か
り
き
︒
然
る
に
公
に
は
質
素
倹

約
の
躬
行
あ
り
︑
⁝
⁝
久
保
田
家
の
風
評
は
甚
だ
悪
し
く
︑
華
奢
淫
佚
に
流
る
ゝ

も
の
と
衆
よ
り
目
せ
ら
れ
た
り
︒
さ
れ
ば
同
列
に
も
監
察
局
に
も
︑
其
瑕
瑾
を
摘

発
し
︑
そ
の
過
失
を
列
挙
し
た
り
し
か
ば
︑
種
々
の
非
難
を
生
じ
て
︑
去
年
遂
に

隠
居
を
願
ひ
出
づ
る
に
至
り
し
も
︑
公
は
こ
れ
を
抑
へ
て
裁
決
せ
ら
れ
ず
︑
今
度

中
折
調
練
場
を
設
く
る
に
及
ん
で
︑
其
地
開
き
の
御
手
伝
を
久
保
田
家
に
命
じ
そ

の
隠
居
願
を
却
下
せ
ら
れ
た
り
き
︒

村
田
の
﹁
洋
癖
﹂
や
高
身
長
の
美
丈
夫
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
既
刊
書
に
も
よ
く
出

て
い
る
︒
し
か
し
︑
村
田
家
が
豊
か
な
財
政
で
贅
沢
な
生
活
を
送
り
︑
藩
主
の
倹
約
政

策
の
前
に
藩
内
で
の
評
判
が
極
め
て
悪
く
︑
他
の
重
臣
ら
や
監
察
当
局
か
ら
科
を
摘
発

さ
れ
︑
村
田
は
隠
居
を
願
い
出
で
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︵
前
後
か
ら
嘉
永
三
年
の
こ

と
︶
が
︑
藩
主
が
却
下
し
た
こ
と
な
ど
は
知
ら
れ
て
い
な
い
︒

別
の
史
料
に
は
﹁
若
狭
殿
︑
家
政
向
大
形
之
儀
有
之
候
趣
相
聞
︑
被
仰
聞
之
旨
承
知

被
仕
︑
痛
入
用
捨
之
段
被
申
達
候
得
共
︑
右
は
夫
ニ
不
及
旨
申

(
)達

﹂
と
あ
り
︑
嘉
永
六

15

年
に
も
暮
ら
し
向
き
が
派
手
で
あ
る
こ
と
か
ら
進
退
伺
い
を
し
た
が
︑
藩
主
か
ら
慰
留

中 島 一 仁
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さ
れ
て
い
る
︒

表
を
み
る
と
︑
こ
の
時
期
の
村
田
家
当
主
に
は
不
自
然
な
隠
居
・
相
続
が
多
い
︒
嘉

永
二
年
の
村
田
の
隠
居
は
︑﹁
壮
年
之
儀
ニ
付
而
は
見
合
相
成
候
様
可
被
仰
出
候
処
︑
最

前
江
戸
詰
中
相
聞
候
次
第
有
之
候
ニ

(
)付

﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
藩
主
の
意
向
と
し
て
は
隠

16

居
願
を
却
下
し
た
か
っ
た
が
︑
何
や
ら
よ
か
ら
ぬ
風
聞
が
あ
り
︑
そ
れ
を
無
視
で
き
な

か
っ
た
よ
う
だ
︒

﹁
彼
は
和
蘭
船
の
入
港
す
る
都
度
其
筋
の
検
査
を
経
て
蘭
書
を
購
読
す
る
こ
と
を
好

み
之
が
為
に
多
額
の
費
用
を
惜
み
な
く
支
弁
し
た
る
が
如
し
︒
西
洋
の
事
物
は
凡
て
切

支
丹
邪
宗
門
な
る
か
の
如
く
誤
解
せ
し
も
の
多
し
︒
斯
る
時
代
に
於
て
西
洋
の
書
を
閲

き
︑
卓
子
や
椅
子
を
備
ふ
は
至
難
の
事
に
属
す
︒
閑
叟
公
の
寛
容
な
る
処
置
な
く
ん
ば

到
底
企
て
能
は
ざ
り
し
な
る
べ
し
︒
其
に
し
て
も
村
田
氏
は
余
り
西
洋
好
き
の
た
め
立

身
上
多
少
の
損
毛
を
受
け
た
る
が
如

(
)し

﹂
と
︑
佐
賀
藩
出
身
の
大
隈
重
信
が
評
し
て
い

17

る
よ
う
に
︑
鍋
島
直
正
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て
い
た
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒︵

二
︶
長
崎
出
張
の
時
期

村
田
が
長
崎
港
で
外
国
語
書
物
を
入
手
し
た
年
は
︑
書
籍
に
よ
っ
て
安
政
元
年
と
同

二
年
の
両
説
が
あ
る
︒
た
だ
︑﹁
英
国
船
入
港
の
時
﹂
と
し
て
い
る
の
は
共
通
し
て
い

る
︒村

田
は
安
政
二
年
五
月
に
︑
佐
賀
藩
の
長
崎
警
備
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
﹁
長
崎
仕

組
方
頭
人
﹂
に
任
じ
ら
れ

(
)た

︵
表
参
照
︶︒
請
役
相
談
役
を
務
め
︑
長
崎
警
備
や
軍
艦
買

18

い
付
け
な
ど
の
要
務
で
た
び
た
び
長
崎
に
出
張
し
て
い
た
佐
賀
藩
士
・
伊
東
次
兵
衛
の

日
記
に
︑﹁
同

十
九
日
／
一

今
夕
若
狭
殿
崎

(
)着

﹂︵﹁
同
﹂
は
安
政
二
年
七
月
＝
筆
者

19

注
︶
と
あ
り
︑
実
際
に
長
崎
入
り
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

﹁
昨
九
日
長
崎
表
英
吉
利
船
弐
艘
相
見
候
ニ
付
︑
役
々
出
崎
被
仰

(
)付

﹂
と
︑
七
月
一
〇

20

日
に
佐
賀
藩
で
長
崎
警
備
役
の
藩
士
へ
指
示
が
出
て
お
り
︑
こ
れ
を
受
け
て
村
田
も
長

崎
に
赴
い
た
の
で
あ
る
︒
長
崎
警
備
は
佐
賀
・
福
岡
両
藩
が
寛
永
一
九
年
以
来
︑
隔
年

で
務
め
て
き
た
︒
安
政
二
年
は
福
岡
藩
の
当
番
で
あ
っ

(
)た

が
︑
イ
ギ
リ
ス
船
の
来
航
で

21

佐
賀
藩
も
緊
急
出
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
も
っ
と
も
嘉
永
年
間
か
ら
ロ
シ
ア
︑
イ
ギ

リ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
の
軍
艦
が
長
崎
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
訪
れ
て
お
り
︑
安
政
二
年
七
月

と
い
う
時
期
は
︑
前
年
に
日
英
約
定
を
締
結
し
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
少

将
が
︑
同
年
三
月
に
再
渡
航
し
て
批
准
を
求
め
た
が
︑
日
本
側
が
八
月
に
批
准
す
る
こ

と
を
約
し
て
い
っ
た
ん
退
去
さ
せ
︑
三
た
び
の
来
航
を
待
っ
て
い
る
こ
ろ
で
あ
っ

(
)た

︒
22

村
田
の
長
崎
で
の
動
き
を
追
っ
て
み

(
)る

︒
23

︽
七
月
︾①

一
同
年
七
月
二
十
四
日

上
様
今
暁
八
ツ
時
御
供
揃
ニ
而
矢
上
御
発
駕
︑
明
六

ツ
時
過
御
着
崎
︑
御
奉
行
所
御
目
付
御
出
御
帰
殿
之
上
︑
陸
路
小
ヶ
倉
御
越
︑

御
備
場
御
遠
見
若
狭
殿
を
以
︑
ケ
所
々
々
出
張
之
面
々
何
れ
も
大
儀
被
二

思

召
一
候
︒
猶
念
入
候
様
御
意
被
二
成
下
一
御
帰
殿
被
レ
遊
候
︒

②

同

廿
六
日

︵
天
気
︶

一

御
屋
敷
罷
在
候
内
︑
白
帆
註
進
有
之
候
付
︑
御
用
之
有
無
︑
奉
窺
候
処
︑

御
用
ハ
無
之
︑
則
出
張
い
た
し
候
様
は
若
狭
殿
ニ
も
神
嶋
出
張
有
之
候
様

御

意
有
之
候
事
︑
⁝
⁝

︽
八
月
︾③

一
同
年
八
月
朔
日
⁝
⁝

一
若
狭
殿
今
日
よ
り
小
ヶ
倉
へ
引
移
相
成
候
︒

④

同

朔
日

︵
天
気
︶

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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5



今
朝
四
ツ
時
比
︑
英
舶
壱
艘
入
津
い
た
し
候
事
︑
月
代
い
た
し
四
郎
嶋
出
張
い

た
し
候
事
︑
若
州
幷
左
馬
殿
出
張
之
事

⑤

同

三
日

︵
天
気
後
陰
︶

一

今
日
柳
ノ
浦
若
州
へ
為
見
廻
参
候
事

︽
九
月
︾⑥

同

十
日

︵
朝
天
気
︶

一

今
朝
六
ツ
過
比
︑
鵜
咭
リ
船
都
而
致
出
帆
事

一

右
ニ
付
明
十
一
日
ゟ
若
狭
殿
始
引
払
之
義
︑
致
手
当
候
事

一

同
晩
若
狭
殿
ヘ
為
暇
乞
︑
小
ヶ
倉
参
リ
候
事

村
田
は
︑
八
月
一
日
か
ら
佐
賀
藩
が
独
自
に
建
造
し
た
台
場
が
あ
る
長
崎
湾
東
岸
の

小こ

ヶが

倉く
ら

を
拠
点
に
し
た
よ
う
だ
︒
白
帆
注
進
が
あ
っ
た
り
︑
イ
ギ
リ
ス
船
が
入
港
し
た

り
す
る
と
︑
神か
み

ノ
島し

ま

や
四
郎
ケ
島
へ
も
出
掛
け
て
い
る
︒
長
崎
へ
藩
主
が
視
察
に
来
る

と
︑
警
備
陣
を
代
表
し
て
慰
労
の
言
葉
を
受
け
て
も
い
る
︒
九
月
一
〇
日
に
ス
タ
ー
リ

ン
グ
の
乗
る
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
号
を
含
む
全
て
の
英
艦
が
出
港
す
る
と
︑
翌
一
一
日

以
降
に
長
崎
か
ら
引
き
揚
げ
て
い
る
︒

諸
史
料
に
安
政
元
年
に
長
崎
を
訪
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
な
い
こ
と
︑
二
年
に
長

崎
仕
組
方
頭
人
に
任
じ
ら
れ
て
現
地
に
赴
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
村
田

が
安
政
元
︑
二
年
の
間
に
長
崎
に
い
た
の
は
二
年
七
月
一
九
日
～
九
月
一
一
日
ご
ろ
に

絞
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
三
︶
拾
得
書
物

︵
ａ
︶
拾
っ
た
の
は
何
の
本
か

村
田
が
長
崎
で
拾
得
し
た
物
に
つ
い
て
は
︑
①
英
語
聖
書
説
︑
②
オ
ラ
ン
ダ
語
聖
書

説
︑
③
伝
道
用
ト
ラ
ク
ト
説
な
ど
諸
説
伝
え
ら
れ
て
い

(
)る

︒
た
だ
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
村

24

田
へ
の
授
洗
後
ま
も
な
く
記
し
た
と
み
ら
れ
る
前
掲
"
T
he
F
irst
B
aptism
of
C
on-

verts
in
Japan"で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

そ
し
て
彼
が
私
た
ち
に
話
す
に
は
︑
一
二
年
も
の
昔
︑
恐
ら
く
は
一
八
五
四
年

ご
ろ
︑
最
も
早
い
時
期
に
日
本
に
や
っ
て
来
た
米
国
か
英
国
の
船
か
ら
落
ち
た
の

で
あ
ろ
う
英
語
で
書
か
れ
た
一
冊
の
小
さ
な
本
︵
a
little
book,in
E
nglish
︶
が
︑

長
崎
湾
に
浮
か
ん
で
い
る
の
を
何
人
か
の
地
元
の
者
が
見
つ
け
た
︒
こ
の
本
は
彼

の
手
に
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
⁝
⁝
実
は
そ
れ
は
新
約
聖
書
だ
っ
た
︒︵
筆
者
訳
︶

ま
た
︑
明
治
二
七
～
二
八
年
ご
ろ
に
︑
村
田
の
孫
か
ら
村
田
家
に
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
た
話
を
聞
い
た
あ
る
牧
師
が
︑
拾
得
し
た
本
は
﹁
英
語
の
書
物
で
あ
り
ま
し
た
﹂
と

記
し
て
い

(
)る

︒
村
田
の
死
去
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
の
時
点
で
あ
る
︒

25

村
田
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
︑﹁
漂
流
し
て
い
た
英
語
の
新
約
聖
書

を
村
田
が
入
手
し
た
﹂
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
︑
村
田
家
に
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
︑
村
田
が
長
崎
港
の
漂
流
物
を
入
手
し
た
こ
と
は
一
応
事

実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
漂
流
物
が
何
で
あ
っ
た
か
は
英
語
聖
書
説
に
分
が
あ

り
そ
う
だ
︒

拾
得
し
た
書
物
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
︑
明
治
三
七
年
時
点
で
﹁
若
狭
守
が
一
八
五

五
年
に
長
崎
湾
で
拾
っ
た
本
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
新
約
聖
書
で
あ
り
︑
そ
れ
は
今
も
家
族

が
所
持
し
て
い
る
﹂︵
筆
者
訳
︶
と
さ
れ
て
い

(
)る

が
︑
村
田
直
系
の
ご
子
孫
︵
横
浜
市
在

26

住
︶
に
よ
る
と
︑﹁
過
去
の
資
料
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
﹂
と
の
こ
と
で
︑
現
在
行
方
は

分
か
ら
な
い
︒

中 島 一 仁
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︵
ｂ
︶
だ
れ
が
い
つ
︑
ど
こ
で
落
と
し
た
も
の
か

ど
の
書
籍
も
︑
村
田
が
入
手
し
た
本
を
﹁
誰
が
落
と
し
た
と
も
知
れ
ぬ
本
﹂
と
し
て

い
る
が
︑
一
八
七
二
年
︑
英
国
教
会
の
香
港
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
教
区
主
教
が
英
国
で
次
の

よ
う
な
講
演
を
し
て
い

(
)る

の
は
注
目
さ
れ
る
︒

27

⁝
⁝
長
崎
周
辺
で
起
き
た
興
味
深
い
事
実
に
つ
い
て
︑
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
︒
そ
の
地
で
任
務
に
つ
い
て
い
た
大
英
帝
国
海
軍
バ
ラ
ク
ー
タ
号
の
あ
る
海

軍
少
尉
候
補
生
が
︑
手
に
持
っ
て
い
た
一
冊
の
本
を
誤
っ
て
船
か
ら
長
崎
港
に
落

と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
真
鍮
の
金
具
で
頑
丈
に
縁
取
り
さ
れ
た
︵
英

国
教
会
の
︶
祈
禱
書
で
し
た
︒
船
は
出
港
し
︑
本
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
︒
暫
く
し
て
か
ら
︑
漁
師
が
そ
の
本
を
引
き
揚
げ
︑
そ
れ
は
誰
か
外
国
人

が
な
く
し
た
も
の
だ
と
考
え
︑
何
か
言
い
が
か
り
で
も
つ
け
ら
れ
な
い
か
と
非
常

に
心
配
に
な
り
ま
し
た
︒
彼
は
少
々
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
あ
る
紳
士
に
持
ち
寄

り
︑
何
が
書
か
れ
て
い
て
︑
価
値
が
あ
る
も
の
な
の
か
知
り
た
い
と
求
め
ま
し
た
︒

︵
筆
者
訳
︶

さ
ら
に
一
九
一
〇
年
に
英
国
で
刊
行
さ
れ
た
本
に
も
同
様
の
こ
と
が
出
て
い
る
が
︑

海
に
落
ち
た
も
の
は
聖
書
で
︑
出
来
事
が
あ
っ
た
の
は
一
八
五
四
年
︑
漁
師
が
本
を
持

参
し
た
先
は
︑
港
の
警
備
に
当
た
っ
て
い
た
佐
賀
藩
の
村
田
若
狭
︑
と
さ
れ
て
い

(
)る

︒
28

バ
ラ
ク
ー
タ
号
︵
B
arracouta︶
と
い
う
の
は
︑﹁
英
国
東
印
度
艦
隊
司
令
長
官
海
軍

少
将
ゼ
ー
ム
ス
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
︑
旗
艦
ウ
ヰ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
ニ
座
乗
シ
︑
エ
ン
カ
ウ

ン
タ
ー
・
ス
チ
ッ
ク
ス
・
バ
ラ
コ
ー
タ
ヲ
率
ヰ
テ
長
崎
ニ
来

(
)リ

﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

29

う
に
︑
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
率
い
た
艦
隊
の
う
ち
の
一
隻
で
あ
る
︒
砲
六
門
を
備
え
た
一

八
五
一
年
建
造
の
木
造
外
輪
蒸
気
船
で
あ
っ

(
)た

︒
バ
ラ
ク
ー
タ
号
の
乗
員
が
記
し
た
航

30

海
(
)記

に
よ
る
と
︑
同
号
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
対
戦
国
ロ
シ
ア
の
軍
艦
を
追
っ
て
極
東
海

31

域
を
広
範
に
航
海
し
て
お
り
︑
長
崎
で
の
滞
在
期
間
を
読
み
取
れ
る
記
述
は
次
の
通
り

で
あ
る
︒

①
《
到
着
︾︵
一
八
五
四
年
︶
九
月
七
日
午
後
︑
我
々
は
九
州
島
を
視
認
し
た
︒

⁝
⁝
我
々
が
高
鉾
島
の
湾
︵
長
崎
港
外
の
投
錨
地
︶
に
入
る
と
︑
役
人
の
乗
っ
た

船
が
た
く
さ
ん
近
づ
い
て
き
て
︑
⁝
⁝

︽
出
発
︾
一
〇
月
二
〇
日
朝
︑
船
は
進
み
始
め
た

②
《到
着
︾︵
一
八
五
五
年
︶
八
月
二
七
日
︑
長
崎
を
取
り
巻
く
山
が
ち
な
土
地
が

視
界
に
入
り
︑
二
八
日
に
我
々
は
入
港
し
た

︽
出
発
︾
我
々
は
一
〇
月
一
日
︑
上
海
に
向
け
て
出
航
し
︑
三
日
に
到
着
し
た

︵
筆
者
訳
︶

以
上
か
ら
︑
①
一
八
五
四
年
九
月
七
日
︵
安
政
元
年
閏
七
月
一
五
日
︶
～
一
〇
月
二

〇
日
︵
八
月
二
九
日
︶︑
②
一
八
五
五
年
八
月
二
八
日
︵
安
政
二
年
七
月
一
六
日
︶
～
一

〇
月
一
日
︵
八
月
二
一
日
︶
に
長
崎
湾
に
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

次
に
バ
ラ
ク
ー
タ
号
の
停
泊
場
所
が
分
か
る
史

(
)料

を
挙
げ
る
︵
い
ず
れ
も
安
政
二
年

32

七
月
︶︒

同

十
六
日

曇
後
雨

一

同
四
ツ
時
比
︑
伊
王
崎
乗
廻
︑
辰
ノ
口
辺
ニ
而
碇
を
入
候
事

但
シ
ヱ
キ
リ
ス
船
ノ
蒸
気
軍
艦
と
有
之
候
由
︑
未
タ
内
目
ニ
ハ
不
乗
入
︑
前

断
之
通
碇
泊
罷
在
候
事

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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同

十
七
日

天
気

一

十
六
日
渡
来
之
蒸
船
︑
如
何
之
訳
ニ
而
高
鋒
内
不
乗
入
候
哉
︑
⁝
⁝

同

廿
日

雨
晩
雷

一

夜
前
ゟ
風
相
立
︑
⁝
⁝
十
六
日
入
津
ノ
英
船
高
鋒
内
へ
入
リ
︑
神
崎
前
へ
碇

を
入
申
候
事

先
に
見
た
よ
う
に
バ
ラ
ク
ー
タ
号
は
同
年
七
月
一
六
日
に
長
崎
に
到
着
し
て
お
り
︑

﹁
十
六
日
渡
来
の
蒸
船
﹂﹁
十
六
日
入
津
ノ
英
船
﹂
は
同
号
の
こ
と
で
あ
る
︒

安
政
当
時
︑
長
崎
警
衛
に
当
た
っ
て
は
︑
湾
の
西
岸
・
男
神
と
東
岸
・
女
神
を
結
ぶ

封
鎖
ラ
イ
ン
に
小
舟
を
並
べ
︑
内
側
の
港
内
︵
内
目
︶
に
外
国
艦
船
を
入
れ
な
い
こ
と

が
基
本
方
針
で
あ
っ

(
)た

︒
こ
れ
ら
史
料
か
ら
︑
バ
ラ
ク
ー
タ
号
は
当
初
︑
封
鎖
ラ
イ
ン

33

よ
り
六
㌔
ほ
ど
離
れ
た
伊
王
島
辺
り
に
お
り
︑
四
日
後
に
高
鉾
島
の
内
側
に
入
っ
た
こ

と
が
分
か
る
が
︑
そ
れ
で
も
ま
だ
封
鎖
ラ
イ
ン
外
で
あ
る
︒
ま
た
︑
安
政
元
年
の
英
国

艦
隊
来
航
時
の
様
子
を
書
い
た
﹃
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド
・
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ー
ズ
﹄

掲
載
の
地

(
)図

︵
図
参
照
︶
を
見
る
と
︑
四
隻
と
も
港
外
︵
外
目
︶
に
停
泊
し
て
い
た
こ

34

と
が
分
か
る
︒
安
政
三
年
に
英
国
艦
船
が
封
鎖
ラ
イ
ン
を
突
破
し
︑
港
内
に
乗
り
入
れ

る
事
件
が
起
き
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
お

(
)り

︑
元
年
・
二
年
の
際
は
港
内
に
乗
り
入
れ
た

35

艦
船
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

そ
し
て
外
目
を
取
り
巻
く
陸
地
は
伊
王
島
や
香
焼
島
な
ど
の
離
島
も
含
め
て
す
べ
て

佐
賀
藩
深
堀
領
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
は
︑
長
崎
港
内
外
に
設
け
ら
れ
た
七
カ
所
の
台
場

の
う
ち
︑
外
目
の
四
カ
所
は
す
べ
て
非
番
の
藩
の
受
け
持
ち
で
あ
っ

(
)た

︒
36

中 島 一 仁
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︵
ｃ
︶
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
の
か

拾
っ
た
者
か
ら
村
田
が
入
手
す
る
ま
で
の
経
路
に
つ
い
て
も
様
々
に
書
か
れ
て
き

た
︒
①
村
田
が
海
上
に
浮
か
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
拾
わ
せ
た
︑
②
家
臣
︵
古
川
礼
之

助
︶
が
見
つ
け
拾
っ
た
︵
拾
わ
せ
た
︶︑
③
漁
民
な
ど
地
元
民
が
海
上
で
拾
い
村
田
に
届

け
出
た
︑
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ

(
)る

︒
古
川
と
い
う
の
は
︑
村
田
家
御
式
台
役
を
務
め

37

て
い
た
物
成
三
五
石
の
村
田
家
家
臣
で
あ

(
)る

︒
38

先
に
見
た
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
で
は
︑﹁
長
崎
湾
に
浮
か
ん
で
い
る
の
を
何
人
か
の
地

元
の
者
が
見
つ
け
﹂﹁
こ
の
本
は
彼
の
手
に
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
﹂︵
筆
者
訳
︶︑
ま
た
前

項
で
見
た
SpiritofM
issions
の
記
事
で
は
﹁
漁
師
が
そ
の
本
を
引
き
揚
げ
⁝
⁝
少
々

離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
あ
る
紳
士
に
持
ち
寄
﹂
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
︑
③
と
同
じ
か
近

い
内
容
で
あ
る
︒
村
田
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
記
し
た
こ
と
を
重
視
す

る
と
︑
長
崎
湾
岸
の
住
民
が
拾
得
し
て
村
役
人
な
ど
に
届
け
出
︑
そ
れ
が
古
川
を
経
て

村
田
の
手
に
入
っ
た
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
が
︑
も
ち

ろ
ん
推
測
に
過
ぎ
な
い
︒

以
上
︵
ａ
︶
～
︵
ｃ
︶
の
考
察
に
︵
二
︶
で
み
た
村
田
の
長
崎
滞
在
時
期
を
考
え
併

せ
る
と
︑
村
田
が
洋
書
を
入
手
し
た
経
緯
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

安
政
二
年
七
～
八
月
に
長
崎
港
外
に
停
泊
中
だ
っ
た
バ
ラ
ク
ー
タ
号
か
ら
海
上
に
落
ち

た
英
語
の
新
約
聖
書
が
佐
賀
藩
の
領
民
に
よ
っ
て
拾
わ
れ
︑
同
時
期
に
長
崎
仕
組
方
頭

人
と
し
て
警
備
に
訪
れ
て
い
た
村
田
が
こ
の
新
約
聖
書
を
入
手
し
た
か
︑
ま
た
は
安
政

元
年
九
～
一
〇
月
に
バ
ラ
ク
ー
タ
号
か
ら
落
ち
た
後
に
佐
賀
藩
の
領
民
に
拾
わ
れ
︑
い

ず
れ
か
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
翌
二
年
七
～
九
月
︑
警
備
に
訪
れ
て
い
た
村
田

が
手
に
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
だ
︑
と
︒

︵
四
︶
家
臣
ら
の
派
遣

村
田
は
︑
入
手
し
た
キ
リ
ス
ト
教
書
の
解
明
を
進
め
る
た
め
︑
家
臣
や
弟
を
フ
ル

ベ
ッ
キ
の
も
と
に
派
遣
し
て
学
ば
せ
た
︒
派
遣
さ
れ
た
の
は
︑
江
口
梅
亭
︑
本
野
周
蔵
︑

綾
部
幸
煕
ら
だ
と
さ
れ
る
︒

本
野
と
綾
部
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
拙
稿
﹁
幕
末
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
の
研

究
︵
一
︶﹂
で
詳
し
く
み
た
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
れ
ま
で
詳
細
が
語
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
江

口
に
絞
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
︒

江
口
は
︑﹃
佐
嘉
城
下
町
竈
帳
﹄
の
﹁
嘉
永
七
年
・
材
木
町
竈
帳
﹂
に
﹁
若
狭
殿
家
来

／
十
五
才

江
口
梅

(
)亨

﹂︑
前
掲
﹁
御
屋
敷
詰
役
々
﹂
に
は
﹁
御
医
師

江
口
梅
亭
﹂
と

39

あ
り
︑
佐
賀
城
下
に
住
む
村
田
の
侍
医
で
︑
天
保
一
一
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
︒

ま
た
︑﹁
相
良
︵
相
良
知
安
＝
筆
者
注
︶
は
⁝
⁝
長
崎
に
ボ
ー
ド
イ

(
)ン

に
就
い
て
学
術

40

を
弘
め
て
︑
医
生
を
鼓
吹
せ
り
︒
か
く
て
遂
に
戸
塚
に
代
り
て
院
長
︵
長
崎
養
生
所

︿
精
得
館
﹀
の
こ
と
＝
筆
者
注
︶
と
な
り
︑
我
生
徒
の
島
田
芳
橘
︑
永
松
東
海
︵
玄
洋
の

子
︶︑
江
口
梅
亭
等
の
名
医
を
養
成
し
た
り
し
か

(
)ば

﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
長
崎
に
遊
学
し

41

て
長
崎
養
生
所
で
相
良
知
安
に
就
い
て
学
び
︑
藩
内
で
は
名
医
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
︒

明
治
二
年
の
史
料
に
は
﹁
好
生
館
指
南
役
壱
人
差
明
居
候
ニ
付
左
之
人
義
御
雇
ニ
シ

テ
指
南
方
被

仰
付
候
様
之
事
／
若
狭
殿
家
来

江
口
梅
亭
／
巳
二
月
十
九
日

御
仕

組
(
)所

﹂
と
あ
り
︑
佐
賀
藩
立
の
医
学
校
︑
好
生
館
の
﹁
指
南
役
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
さ

42

ら
に
︑
明
治
一
二
年
に
は
郡
立
と
な
っ
た
同
館
の
院
長
心
得
に
な
っ

(
)た

︒
43

こ
の
よ
う
に
︑
経
歴
の
概
要
は
分
か
る
の
だ
が
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
書
簡
な
ど
に
江
口

と
分
か
る
形
で
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
村
田
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を

し
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
︒
だ
が
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
長
崎
に
住
み
始
め
た
安
政
六
年

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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の
直
後
に
接
触
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
記
載
が
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
に
あ

る
︒
次
節
で
併
せ
て
述
べ
た
い
︒

︵
五
︶
上
海
か
ら
漢
訳
聖
書
を
﹁
取
り
寄
せ
た
﹂
こ
と

村
田
が
漢
訳
聖
書
を
入
手
し
た
こ
と
は
多
く
の
既
刊
書
が
記
し
て
い
る
︒
中
に
は
︑

家
臣
ら
を
上
海
に
派
遣
し
て
手
に
入
れ
た
と
記
述
し
て
い
る
も
の
も
あ

(
)る

︒
44

聖
書
の
漢
訳
版
出
版
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
モ
リ
ソ
ン
が
一
八
一
三
年
に
中
国
・

広
東
で
新
約
聖
書
全
体
に
相
当
す
る
﹃
新
遺
詔
書
﹄
八
冊
を
出
版
し
た
の
に
始
ま
る
︒

さ
ら
に
︑
旧
約
聖
書
を
翻
訳
し
た
﹃
旧
遺
詔
書
﹄
と
﹃
新
遺
詔
書
﹄
の
改
訂
版
を
合
わ

せ
た
﹃
神
天
聖
書
﹄
二
一
冊
を
︑
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
ミ
ル
ン
と
の
共
訳
で
二
三
年
に

マ
ラ
ッ
カ
で
出
版
し
た
︒
そ
の
後
︑
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
を
中
心
と
し

て
改
訳
が
進
め
ら
れ
︑
五
二
年
に
﹃
新
約
全
書
﹄︑
五
四
年
に
﹃
旧
約
全
書
﹄
が
上
海
で

刊
行
さ
れ

(
)た

︒
こ
の
よ
う
に
︑
日
本
の
安
政
期
ま
で
に
は
新
旧
両
聖
書
の
漢
訳
版
は
出

45

版
さ
れ
て
い
た
︒

他
方
︑
日
本
人
の
海
外
渡
航
が
解
禁
さ
れ
た
の
は
慶
応
二
年
の
こ
と
だ
︒
そ
れ
以
前

に
日
本
人
が
海
外
に
渡
っ
た
の
は
︑
幕
府
に
よ
る
使
節
団
︵
三
回
︶︑
留
学
生
︵
二
回
︶

派
遣
と
︑
長
州
藩
士
及
び
薩
摩
藩
士
の
密
航
の
み
で
あ
る
︒
漁
民
ら
の
漂
着
例
を
除
け

ば
︑
安
政
～
文
久
期
に
日
本
人
が
海
外
へ
行
っ
た
り
︑
自
身
の
代
わ
り
に
誰
か
を
行
か

せ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
佐
賀
藩
関
係
者
の
上
海
密

航
も
︑
慶
応
元
年
の
二
人
を
除
け
ば
知
ら
れ
て
い
な

(
)い

︒
46

よ
っ
て
︑
村
田
が
家
臣
な
ど
を
独
自
に
上
海
に
送
っ
て
漢
訳
聖
書
を
入
手
し
た
︑
と

い
う
記
述
に
は
大
き
な
疑
問
符
を
付
け
ざ
る
を
得
な
い
︒
当
時
が
自
由
に
海
外
と
往
来

で
き
な
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
想
起
す
べ
き
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
村
田
の
受
洗
を
詳
し
く
記
し
た
前
掲
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
"T
he
F
irst

B
aptism
ofC
onverts
in
Japan"に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

私
が
出
し
た
数
通
の
手
紙
や
報
告
書
で
︑
聖
書
の
研
究
に
取
り
組
む
五
人
の
仲

間
た
ち
の
話
が
あ
っ
た
と
思
う
︒
こ
れ
ら
の
男
性
た
ち
は
︑
横
浜

(
マ

マ

)
︵
長
崎
の
誤
り

で
あ
ろ
う
＝
筆
者
注
︶
か
ら
二
日
の
と
こ
ろ
に
あ
る
︑
日
本
で
も
最
も
開
け
︑
か

つ
勢
い
の
あ
る
都
市
で
あ
る
Ｈ
藩
の
城
下
町
Ｓ
に
住
ん
で
い
た
︒
彼
ら
は
長
老
派

を
中
心
と
し
た
中
国
の
布
教
団
体
の
印
刷
所
か
ら
取
り
寄
せ
た
聖
書
や
本
︑
小
冊

子
︵
B
ibles,books
and
tracts
from
the
C
hinese
m
ission
presses︶
を
私
か

ら
入
手
し
て
か
ら
長
い
時
間
が
過
ぎ
て
い
た
︒
一
八
六
〇
年
に
は
既
に
︑
私
は
三

月
に
Ｓ
に
い
く
ら
か
本
を
送
っ
た
し
︑
一
八
六
一
年
五
月
に
も
﹃
新
約
聖
書
﹄
を

何
冊
か
︑
さ
ら
に
﹃
キ
リ
ス
ト
教
証
験
論
﹄︵
E
vidences
of
C
hristianity︶
を

送
っ
た
︒︵
筆
者
訳
︶

前
掲
﹁
幕
末
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
の
研
究
︵
一
︶﹂
で
示
し
た
よ
う
に
Ｈ
は
肥

前
︑
Ｓ
は
佐
賀
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
五
人
の
仲
間
た
ち
﹂
と
は
村
田
︑
綾
部
︑
本
野
な
ど

の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
し
う
る
︒
村
田
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
聖
書
や
﹃
キ
リ
ス
ト
教
証

験
論
﹄
な
ど
の
本
︑
小
冊
子
を
入
手
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
中
国
の
布
教
団
体
の
印
刷

所
か
ら
取
り
寄
せ
た
聖
書
や
本
︑
小
冊
子
﹂
と
は
前
述
の
漢
訳
聖
書
や
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ

が
書
簡
で
日
本
人
に
配
布
し
た
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
﹃
天
道
溯
原
﹄﹃
寧
坡
通
報
﹄

な
(
)ど

で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
村
田
の
入
手
時
期
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
来
日
の
翌
一
八
六
〇
年

47

ま
で
遡
る
の
で
あ
る
︒

大
坂
の
適
塾
で
学
ん
で
い
た
本
野
が
村
田
の
命
を
受
け
て
長
崎
に
遊
学
し
た
の
は
万

延
元
年
八
︑
九
月
︵
一
八
六
一
年
九
～
一
一
月
︶
ご
ろ
で
あ

(
)り

︑
綾
部
が
長
崎
に
赴
い

48

た
の
は
文
久
二
年
秋
で
あ

(
)る

︒
と
な
る
と
︑
一
八
六
〇
年
や
六
一
年
五
月
に
本
を
送
っ

49

中 島 一 仁
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て
も
ら
う
だ
け
の
関
係
を
フ
ル
ベ
ッ
キ
と
作
れ
た
の
は
︑
本
野
や
綾
部
で
は
な
く
︑
江

口
を
お
い
て
他
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒

村
田
が
漢
訳
の
キ
リ
ス
ト
教
書
を
見
る
機
会
と
し
て
は
︑
佐
賀
藩
が
収
集
し
た
書
籍

を
見
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

文
久
二
年
以
前
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
鍋
島
家
文
庫
中
の
﹁
御
蔵
書
目
録
﹂
に
は
︑

﹃
新
約
全
書
﹄
二
冊
と
﹃
両
眼
考
﹄
一
冊
の
漢
訳
キ
リ
ス
ト
教
書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑

佐
賀
藩
が
同
年
ま
で
に
こ
れ
ら
の
書
物
を
所
蔵
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

(
)る

︒
50

藩
収
蔵
の
輸
入
洋
書
︵
地
図
︶
を
村
田
が
借
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お

(
)り

︑
51

漢
籍
も
借
り
出
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
ほ
か
︑
文
久
二
年
の
上
海
派
遣
使
節
に
佐
賀
藩
か
ら
加
わ
っ
た
中
牟
田
倉
之
助

︵
後
の
海
軍
中
将
︶
の
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒﹃
中
牟
田
倉
之
助
伝
﹄
に
よ
る
と
︑
中
牟

田
は
上
海
か
ら
多
く
の
購
入
書
籍
や
自
身
に
よ
る
写
本
を
持
ち
帰
っ
て
お
り
︑
そ
の
中

に
キ
リ
ス
ト
教
関
係
書
が
一
〇
冊
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
る
︒﹃
旧
遺
詔
聖
書
﹄﹃
新
遺
詔
聖

書
﹄﹃
新
約
全
書
﹄﹃
四
書
飜
訳
ノ
英
書
︵
但
英
板

二
冊
︶﹄﹃
天
父
上
帝
言
題
皇
詔
︵
四

年
寅
︶﹄﹃
天
命
詔
旨
書
︵
三
年
︶﹄
な
ど
で
あ

(
)る

︒
52

﹁
子
爵
は
六
月
十
二
日
︑
英
人
ミ
ュ
ー
ル
ヘ
ッ
ド
を
訪
ね
し
と
き
︑
長
髪
賊
著
述
の
書

四
冊
を
借
用
し
来
り
ぬ
︒
翌
日
の
日
記
に
﹃
終
日
写
本
﹄
と
あ
り
︒
十
九
日
︑
二
十
日
︑

二
十
三
日
︑
二
十
四
日
︑
二
十
五
日
︑
二
十
七
日
の
如
き
は
終
日
旅
宿
に
籠
居
し
て
﹃
賊

の
書
﹄
を
写
せ
り
﹂
と
し
て
お
り
︑
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
の
ミ
ュ
ー
ア
ヘ
ッ
ド
を
訪
ね
︑

﹁
長
髪
賊
﹂︵
太
平
天
国
︶
が
刊
行
し
た
書
籍
を
借
り
て
何
日
も
旅
宿
で
書
き
写
し
て
い

る
︒
そ
し
て
︑
入
手
し
た
書
籍
な
ど
は
﹁
帰
国
の
後
︑
⁝
⁝
其
筋
に
上
納
﹂
し
て
お
り
︑

そ
の
中
に
は
﹃
新
約
全
書
﹄﹃
四
書
飜
訳
ノ
英
書
﹄
が
含
ま
れ
て
い

(
)る

︒
53

中
牟
田
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
点
は
大
正
五
年
の
死
去
ま
で
見
出
せ
ず
︑
そ
の
彼
が

な
ぜ
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
書
を
必
死
に
集
め
書
写
し
た
の
か
︑
不
思
議
に
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
︒﹁
其
筋
に
上
納
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
書
の
収
集
は
命
じ
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
︒

︵
六
︶
受
洗
時
の
状
況

慶
応
二
年
四
月
六
日
︵
一
八
六
六
年
五
月
二
〇
日
︶︑
長
崎
に
お
け
る
村
田
と
綾
部
の

受
洗
が
︑
な
ぜ
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
既
刊
書
は

な
い
が
︑
次
の
史

(
)料

か
ら
は
意
外
な
そ
の
理
由
が
分
か
る
︒

54

亡
鍋
嶋
孫
六
郎
殿
︵
原
注
：
深
堀
・
茂
辰
︶
十
七
年
忌
ニ
付
︑
村
田
若
狭
殿
四
月

三
日
浜
八
丁
立
・
八
丁
立
深
堀
屋
敷
御
着
崎
︑
尤
五
嶋
町
深
堀
屋
敷
止
宿

長
崎
で
村
田
・
綾
部
の
実
父
で
あ
る
鍋
島
︵
深
堀
︶
茂
辰
の
法
事
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒
村
田
が
綾
部
と
共
に
長
崎
を
訪
れ
る
機
会
は
簡
単
に
は
作
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

り
︑
実
父
の
法
事
は
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
到
着
し
た
四
月
三
日

は
西
暦
の
五
月
一
七
日
で
あ
り
︑
後
述
の
よ
う
に
着
い
た
そ
の
日
に
フ
ル
ベ
ッ
キ
と
の

初
対
面
を
果
た
し
て
い
る
︒

次
の
史

(
)料

は
︑
受
洗
に
同
行
し
た
村
田
の
近
習
・
永
松
七
郎
助
が
晩
年
に
ノ
ー
ト
に

55

書
き
残
し
た
も
の
で
あ
り
︑
受
洗
前
後
の
村
田
の
行
動
が
詳
し
く
分
か
る
︒

一
︑
政
矩
公
︑
龍
吉
郎
・
久
吉
郎
公
ノ
御
兄
弟
ト
共
ニ
︑
長
崎
表
鍋
島
直
正
公
︵
後

閑
叟
公
ト
云
︶
ノ
新
ニ
御
造
築
ニ
成
リ
シ
神
ノ
島
御
台
場
︑
且
又
英
国
軍
艦
御
縦

覧
相
成
︑
泉
屋
良
助
宅
御
滞
在
ノ
上
︑
左
ノ
向
々
御
訪
問
ノ
節
御
供

フ
ル
ペ
ツ
キ
教
師
︑
ボ
ー
ト
ウ
イ
ン
医
師
︵
政
矩
公
御
診
療
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ

ル
︑
此
節
通
弁
ハ
相
良
洪
菴
ナ
リ
︶

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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ピ
ン
ヤ
ト

(
)ル

豪
商
人

56

一
︑
仝
表
写
真
師
ヘ
御
三
人
御
撮
影
ト
シ
テ
御
出
之
節
御
供
︑
其
時
写
真
ニ
御
供

致
候
人
々
ニ
限
リ
御
写
真
壱
枚
ツ
ヽ
被
為
拝
領
候
︑
于
今
保
存
致
居
候
︵
其
当
時

写
真
師
ハ
長
崎
中
ニ
壱
人
ナ
リ
シ
由
︶

右
所
々
御
縦
覧
ノ
末
︑
フ
ル
ペ
ッ
キ
ヨ
リ
御
案
内
申
上
候
ニ
付
︑
御
出
ノ
節
︑

此
時
モ
御
供
︑
御
土
産
ト
シ
テ
左
ノ
品
々
御
持
越
相
成
候

一
白
羽
重

(
マ

マ

)
壱
着

一
白
縮
緬
壱
着

其
外

其
時
︑
御
宴
会
中
御
携
帯
ア
リ
シ
極
上
等
ノ
御
印
籠
壱
個
︵
此
品
ハ
安
野
善

五
左
衛
門
七
年
間
モ
懸
リ
製
作
セ
シ
品
ナ
リ
︶︑
直
ニ
御
手
渡
被
下
候
︑
其
後
二
ケ

月
余
︑
本
国
ヘ
更
ニ
注
文
シ
テ
︑
桐
ノ
御
紋
附
時
計
三
個
︑
御
銘
々
方
ヘ
御
返
礼

ト
シ
テ
差
送
来
候

一
︑
政
矩
公
ヲ
始
メ
御
兄
弟
ヲ
御
引
連
︑
伊
万
里
湾
其
ノ
外
御
縦
覧
ト
シ
テ
御
越

相
成
候
︑
其
時
モ
御
供
︑
先
ツ
同
所
御
被
官
松
尾
貞

(
)吉

方
ヘ
御
出
︑
四
五
日
間
御

57

滞
留
中
︑
左
之
人
々
ヨ
リ
献
金
致
度
願
出
候
ニ
付
︑
御
帰
館
ノ
上
士
族
ニ
被
召
成

候

一
︑
金
百
五
拾
円
献
納

元
御
被
官
松
尾
貞
吉

一
︑
金
百
円
仝
上

元

仝
上
前
田
喜
惣

(
)次58

一
︑
右
ノ
末
ニ
有
田
皿
山
ヘ
御
出
︑
仝
所
御
被
官
中
島
清

(
)蔵

宅
ニ
御
滞
在
︑
其
時

59

ノ
代
官
石
橋
三
右
衛
門
罷
上
リ
︑
所
々
御
出
ノ
節
ハ
御
供
致
シ
︑
別
テ
御
心
配
申

上
候

一
︑
陶
器
製
造
場
︑
製
窯
場

其
他

其
時
左
ノ
人
々
ヨ
リ
献
金
致
度
願
出
候
ニ
付
︑
御
帰
館
ノ
上
士
族
ニ

被
召
成
候

一
︑
金
百
円

元
御
被
官
中
島
清
蔵

一
︑
金
百
円

仝
上
蒲
地
兵

右
衛

(
)門60

史
料
に
は
日
付
が
な
い
が
︑
村
田
の
息
子
二
人
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
や
フ
ル
ベ
ッ

キ
と
二
度
面
会
し
て
い
る
こ
と
が
︑
慶
応
二
年
の
村
田
・
綾
部
受
洗
に
つ
い
て
詳
述
し

て
い
る
前
掲
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
"T
he
F
irst
B
aptism
of
C
onverts
in
Japan"と

符
合
し
て
お
り
︑
記
載
内
容
は
同
年
の
こ
と
と
推
定
で
き
る
︒
書
簡
に
よ
る
と
︑
一
八

六
六
年
五
月
一
七
日
に
初
め
て
会
っ
て
授
洗
す
る
こ
と
が
決
ま
り
︑
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
三

日
後
の
二
〇
日
日
曜
日
を
指
定
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑﹁
フ
ル
ペ
ッ
キ
ヨ
リ
御
案

内
申
上
候
ニ
付
﹂
と
い
う
文
言
は
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
︒
両
者
が
贈
り
物
の
交
換
を
し
た
こ
と
も
分
か
る
︒

こ
の
史
料
を
見
る
と
︑
全
行
程
で
少
な
く
と
も
半
月
は
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
視
察
や

外
国
人
訪
問
と
い
っ
た
旅
の
中
の
一
齣
と
し
て
︑
受
洗
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

鍋
島
直
正
は
慶
応
元
年
に
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
の
診
察
を
受
け
て
お

(
)り

︑
村
田
の
受
診
は
そ

61

れ
に
習
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
伊
万
里
と
有
田
皿
山
は
︑﹁
松
浦
郡
三
郷
に
は
︑
有
田

の
陶
器
︑
伊
万
里
の
商
業
︑
山
代
の
石
炭
鼎
立
し
て
そ
の
利
益
を
な
す
に
至
れ

(
)り

﹂
と

62

称
さ
れ
た
佐
賀
藩
の
先
進
殖
産
興
業
地
域
で
あ
っ
た
︒
伊
万
里
に
は
︑
安
政
六
年
に
嫡

子
時
代
の
鍋
島
直
大
︑
文
久
元
年
に
直
正
︑
慶
応
二
年
に
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
を
案
内
し
て

前
出
鍋
島
直
暠
夫
妻
︑
慶
応
二
年
に
再
度
直
正
︵
隠
居
後
︶
が
訪
れ
て
お

(
)り

︑
こ
の
視

63

察
も
そ
れ
ら
に
習
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

﹁
御
親
類
家
来
私
領
外
住
居
名
書
﹂
に
よ
る
と
︑
伊
万
里
・
皿
山
で
訪
ね
た
松
尾
ら
四

人
は
い
ず
れ
も
村
田
家
と
関
係
の
深
い
有
力
者
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
領
地
外

に
住
む
村
田
家
の
家
来
は
侍
・
中
小
姓
・
歩
行
・
被
官
・
足
軽
の
五
種
類
で
あ
っ
た
が
︑

中
小
姓
と
し
て
松
尾
喜
兵
衛
︵
伊
万
里
郷
新
町
︶︑
前
田
喜
三
次
︵
同
︶︑
被
官
と
し
て

蒲
池
兵
蔵
︵
皿
山
赤
絵
町
︶︑
中
嶋
儀
平
︵
白
川
山
︶
の
記
載
が
あ

(
)り

︑
士
分
に
取
り
立

64

中 島 一 仁
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て
て
多
額
の
献
金
を
さ
せ
る
の
も
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

︵
七
︶
家
老
の
辞
職
・
引
退

村
田
が
受
洗
し
た
こ
と
で
︑
藩
か
ら
処
分
を
受
け
た
と
の
記
述
が
既
刊
書
の
い
く
つ

か
に
見
ら
れ
る
︒
前
掲
﹃
聖
書
を
読
ん
だ
サ
ム
ラ
イ
た
ち
﹄
は
﹁
若
狭
守
は
︑
藩
主
に

自
分
の
回
心
に
つ
い
て
報
告
を
し
た
よ
う
で
す
が
︑
開
明
派
で
外
国
の
文
化
に
も
理
解

を
示
し
て
い
た
藩
主
鍋
島
直
大
は
︑
村
田
政
矩
が
家
老
職
を
退
き
引
退
す
る
と
い
う
形

を
取
る
こ
と
で
事
を
治
め
ま
し
た
﹂
と
記
す
︒
一
八
六
七
年
一
〇
月
一
九
日
付
の
フ
ル

ベ
ッ
キ
書
簡
に
︑﹁
わ
た
し
ど
も
の
同
信
の
兄
弟
︑
佐
賀
の
若
狭
か
ら
の
た
よ
り
で
︑
同

氏
が
長
男
に
職
を
ゆ
ず
り
藩
の
重
職
を
辞
し
た
と
の
こ
と
で
す
︒
そ
れ
で
︑
移
動
が
自

由
だ
か
ら
︑
来
春
︑
こ
の
港
に
来
る
意
向
で

(
)す

﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
が
記
述
の
元
に

65

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

親
類
同
格
・
諫
早
家
の
﹁
日
記
﹂
の
慶
応
三
年
九
月
七
日
︵
一
八
六
七
年
一
〇
月
四

日
︶
条
に
は
﹁
若
狭
様
御
事
︑
御
隠
居
御
願
被
成
候
﹂
と
あ
り
︑
理
由
に
つ
い
て
は
村

田
の
使
者
が
﹁
近
年
多
病
﹂
な
ど
と
説
明
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
︑
こ
の
頃
に
村
田
の

﹁
引
退
﹂
に
絡
ん
だ
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑﹁
日
記
﹂
同
月
一
〇
日
条
に
は
﹁
病
之
儀
者
緩
々
御
養
生
被
相
加
候
様
︑
依

之
願
書
被
差
返
候
﹂
と
あ
り
︑
隠
居
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

(
)た

︒
表
か
ら
分
か
る
よ
う

66

に
︑
実
際
に
隠
居
し
た
事
実
は
な
い
︒
九
月
七
～
一
〇
日
の
間
に
若
狭
は
フ
ル
ベ
ッ
キ

に
手
紙
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
翌
春
に
は
長
崎
を
訪
れ
る
と
早
々
と
約
束

し
て
お
り
︑
病
気
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
︒

フ
ル
ベ
ッ
キ
の
一
八
六
八
年
一
二
月
一
九
日
付
書
簡
で
は
︑﹁
こ
の
老
紳
士
は
バ
プ

テ
ス
マ
を
公
表
す
る
こ
と
を
本
当
は
恐
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
自
分
の
バ
プ
テ
ス
マ
の
こ

と
を
家
族
の
者
に
も
藩
主
に
も
︑
秘
密
に
せ
ず
︑
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
以
外
に
日
本
の

救
い
は
な
い
と
い
う
自
分
の
確
信
を
は
っ
き
り
と
話
し
た
の
で
す
︒
藩
主
は
譴
責
も
処

罰
も
せ
ず
︑
却
っ
て
承
認
を
与
え
た
の
で

(
)す

﹂
と
あ
る
︒

67

受
洗
の
事
実
が
知
ら
れ
︑
若
狭
は
そ
れ
を
あ
る
意
味
で
利
用
し
て
隠
居
し
身
軽
に
な

ろ
う
と
し
た
が
︑
藩
主
か
ら
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
ま
で
言
う
と
推
測
が
過

ぎ
る
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
ほ
か
︑﹁
天
皇
の
政
府
は
若
狭
の
改
宗
を
聞
き
つ
け
︑
藩
主
に
処
罰
を
求
め
た
︒

こ
の
命
令
に
服
従
す
る
見
せ
か
け
と
し
て
︑
問
題
の
本
が
何
冊
か
燃
や
さ
れ
た
だ
け

だ
っ

(
)た

﹂︵
筆
者
訳
︶
と
の
記
述
も
見
ら
れ
る
が
︑
明
治
新
政
府
が
こ
の
よ
う
な
動
き
に

68

出
た
か
ど
う
か
は
史
料
を
見
つ
け
ら
れ
ず
真
偽
不
明
で
あ
る
︒

︵
八
︶
死
去
ま
で
の
晩
年
の
様
子

前
掲
一
八
六
八
年
一
二
月
一
九
日
付
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
に
は
︑﹁
先
週
の
水
曜
日
︑

ま
っ
た
く
意
外
に
も
わ
た
し
の
友
人
で
信
仰
の
兄
弟
の
若
狭
が
こ
こ
に
来
ま
し
た
﹂
と

あ
り
︑
突
如
︑
村
田
が
長
崎
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
続
い

て
﹁
こ
の
度
︑
若
狭
は
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
さ
せ
る
た
め
息
子
と
家
来
の
一
人
︑
医
師

を
伴
っ
て
来
た
の
で
す
︒
今
晩
六
時
︑
わ
た
し
は
受
洗
し
た
父
親
と
わ
た
し
の
妻
の
面

前
で
前
記
二
人
に
バ
プ
テ
ス
マ
を
授
け
ま
し
た
﹂
と
あ
り
︑
村
田
の
目
的
は
息
子
と
家

来
の
計
二
人
に
洗
礼
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

先
述
の
如
く
村
田
に
は
龍
吉
郎
と
久
吉
郎
の
二
子
が
お
り
︑
ど
ち
ら
か
を
連
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
家
来
﹂
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
﹁
長
崎
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹂
は
﹁
榎
本
と

い
う
医
師
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
根
拠
史
料
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
村
田
家
の
家

臣
名
簿
類
を
見
て
も
榎
本
と
い
う
医
師
は
見
え
な
い
︒

一
八
六
八
年
一
二
月
は
慶
応
四
年
一
〇
︑
一
一
月
ご
ろ
で
あ
る
︒
そ
の
前
年
の
慶
応

三
年
三
月
以
降
︑
長
崎
郊
外
の
浦
上
村
で
キ
リ
シ
タ
ン
ら
に
よ
る
自
葬
が
相
次
ぎ
︑
浦

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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上
四
番
崩
れ
と
呼
ば
れ
る
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
露
顕
事
件
が
発
生
し
た
︒
フ
ラ
ン
ス
公

使
の
抗
議
に
よ
り
︑
捕
ら
え
ら
れ
た
信
徒
ら
は
九
月
ま
で
に
い
っ
た
ん
帰
村
し
事
件
は

収
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑
江
戸
幕
府
を
倒
し
た
明
治
新
政
府
は
翌
年
三
月
︑
い
わ
ゆ
る
五

榜
の
掲
示
を
布
達
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
厳
禁
し
た
︒
四
月
以
降
︑
政
府
と
長
崎
裁

判
所
間
で
対
策
が
話
し
合
わ
れ
︑
つ
い
に
五
月
︑
主
導
者
一
一
四
人
が
流
罪
に
処
さ
れ

た
︵
第
一
次
流

(
)配

︶︒

69

さ
ら
に
八
月
︑
佐
賀
藩
は
新
政
府
の
太
政
官
か
ら
﹁
浦
上
村
切
支
丹
信
向

(
マ

マ

)
之
徒
当
分

其
藩
江
取
締
被

仰
付
候
間
他
ニ
浸
染
不
致
様
厳
重
取
計
可
有
之

(
)事

﹂
を
命
じ
ら
れ
て

70

い
た
︒

村
田
が
息
子
と
家
臣
に
洗
礼
を
受
け
さ
せ
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
長
崎
の
地
で
︑
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
違
い
は
あ
る
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
大
弾
圧
さ
れ
て

い
る
最
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
中
で
敢
え
て
洗
礼
を
受
け
さ
せ
た
行
為
は
︑

彼
の
信
仰
の
堅
固
さ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
︑
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
明
治
新
政

府
に
よ
る
支
配
の
中
で
佐
賀
藩
の
立
場
を
危
う
く
す
る
危
険
性
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
し
︑
佐
賀
藩
内
部
に
お
い
て
も
藩
家
中
最
上
層
に
位
置
す
る
村
田
自
身
が
藩
の
な
す

べ
き
取
り
締
ま
り
に
背
く
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

多
く
の
既
刊
書
に
は
︑
村
田
が
晩
年
︑
領
地
の
久
保
田
に
退
き
︑
嘉
瀬
川
河
畔
の
小

屋
に
親
族
や
家
臣
ら
を
集
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
広
め
︑
聖
書
の
和
訳
に
も
取
り

組
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
村
田
家
の
久
保
田
に
お
け
る
屋
敷
は
︑
現
佐
賀
市
久
保
田

町
徳
万
の
大
雲
寺
の
南
側
に
あ
っ

(
)た

︒
嘉
瀬
川
に
も
ご
く
近
く
︑
村
田
が
久
保
田
で
周

71

囲
の
者
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
た
こ
と
だ
が
︑
裏
付

け
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
︒
聖
書
の
和
訳
も
裏
付
け
史
料
は
見
当
た
ら
ず
︑
聖
書

の
翻
訳
史
を
扱
っ
た
先
行
研
究
で
も
村
田
の
訳
業
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
ず
︑
真

偽
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
︒

こ
の
ほ
か
︑
晩
年
の
久
保
田
で
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
史

(
)料

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

72

あ
る
︒一

旦
那
様
暁
御
飯
後
ゟ
︑
為
御
道
楽
久
富
御
番
所
之
方
︑
御
越
被
遊
候
事

︵
明
治
三
年
五
月
一
七
日
項
︶

一

旦
那
様
暁
御
飯
後
ゟ
︑
御
茶
屋
御
道
楽
被
遊
候
而
︑
暮
前
比
御
帰
館

︵
同
年
同
月
二
九
日
項
︶

﹁
旦
那
様
﹂
と
は
村
田
を
指
す
︒﹁
久
富
御
番
所
﹂
と
は
︑
佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
の

久
保
田
橋
近
く
に
村
田
家
が
設
け
た
舟
運
監
視
の
た
め
の
番
所
で
あ

(
)る

︒
村
田
は
領
内

73

の
久
保
田
新
田
で
バ
ッ
テ
イ
ラ
と
呼
ば
れ
る
洋
式
の
小
型
船
を
造
ら
せ
︑
久
富
川
に
浮

か
べ
て
運
航
実
験
を
し
て
い

(
)る

︒
ま
た
︑﹁
御
茶
屋
﹂
と
は
屋
敷
近
く
の
小
路
に
あ
っ
た

74

別
邸
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ

(
)る

︒
佐
賀
屋
敷
か
ら
五
㌔
ほ
ど
の
領
地
に
暁
か
ら
い
そ
い

75

そ
と
赴
く
様
子
か
ら
す
る
と
︑﹁
御
道
楽
﹂
と
い
う
の
は
先
に
挙
げ
た
﹃
鍋
島
直
正
公

伝
﹄
に
描
か
れ
た
村
田
の
﹁
西
洋
珍
奇
﹂
の
品
を
愛
好
す
る
趣
味
の
こ
と
で
あ
り
︑
領

内
に
は
い
わ
ば
﹁
洋
癖
の
世
界
﹂
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

龍
造
寺
文
書
所
収
の
﹁
龍
造
寺
系

(
)図

﹂
に
よ
る
と
︑
村
田
は
隠
居
後
︑
西
麒
と
号
し
︑

76

明
治
六
年
五
月
一
〇
日
に
六
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
︒
既
刊
書
に
は
明
治
五
年
説
や
六
年

説
な
ど
が
あ
る
が
︑
ま
ず
は
村
田
家
の
家
伝
史
料
に
従
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

四
︑
結
び
に
か
え
て
︱
︱
受
洗
の
動
機
を
推
理
す
る

こ
れ
ま
で
漠
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
語
ら
れ
て
き
た
村
田
政
矩
像
が
︑
か
な
り
具

体
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
︒
村
田
が
周
囲
か
ら
白
眼
視
さ
れ

中 島 一 仁
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な
が
ら
財
力
に
任
せ
て
﹁
西
洋
珍
奇
﹂
の
も
の
を
集
め
て
い
た
こ
と
や
︑
彼
の
キ
リ
ス

ト
教
と
の
出
会
い
の
元
と
な
っ
た
漂
流
書
物
の
拾
得
が
安
政
二
年
七
︑
八
月
頃
と
推
測

さ
れ
る
こ
と
︑
洗
礼
が
慶
応
二
年
で
あ
っ
た
の
は
実
父
の
法
事
で
長
崎
を
訪
れ
た
タ
イ

ミ
ン
グ
に
よ
っ
た
こ
と
な
ど
は
︑
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
︒
最
後
に

村
田
の
受
洗
の
動
機
に
つ
い
て
考
え
て
︑
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
︒

こ
の
問
題
は
︑
拙
稿
﹁
幕
末
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
の
研
究
︵
一
︶﹂
で
も
触
れ

た
︒
そ
こ
で
は
︑
英
米
の
先
進
資
本
主
義
と
い
う
外
圧
を
前
に
︑
西
洋
文
明
の
﹁
優
秀

さ
﹂
を
実
感
し
た
村
田
と
綾
部
が
︑
そ
の
外
圧
に
対
し
て
日
本
を
富
国
強
兵
に
導
き
︑

国
民
を
啓
蒙
し
た
い
と
い
う
﹁
済
民
救
国
﹂
的
な
意
識
を
抱
き
︑
そ
れ
が
動
機
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
に
加
え
て
村
田
家
に
語
り
伝
え
ら

れ
た
逸
話
を
読
み
解
き
︑
村
田
の
受
洗
動
機
を
さ
ら
に
深
め
て
み
た
い
︒

前
掲
﹃
活
け
る
宗
教
と
人
生
﹄
に
よ
る
と
︑
村
田
の
孫
︑
虎
吉
郎
は
次
の
よ
う
に
語
っ

た
と
さ
れ
る
︒

⁝
⁝
村
田
若
狭
と
云
ふ
人
は
︑
⁝
⁝
露
西
亜
の
ペ
ー
ト
ル
大
帝
を
慕
つ
て
を
り

ま
し
て
︑
⁝
⁝

⁝
⁝
ふ
と
︵
村
田
政
矩
の
＝
筆
者
注
︶
心
に
浮
か
ん
だ
の
は
︑
か
つ
て
見
た
こ

と
の
あ
る
︑
セ
バ
ス
ト
ポ
ル
の
戦
に
︑
仏
蘭
西
の
軍
艦
が
沈
ん
で
行
く
時
の
光
景

を
描
い
た
絵
で
あ
り
ま
し
た
︒
甲
板
に
居
列
ん
だ
仏
艦
の
将
卒
の
態
度
に
は
︑
少

し
の
取
乱
し
た
所
も
な
く
︑
将
に
艦
と
共
に
沈
没
せ
ん
と
し
て
︑
而
も
従
容
と
し

て
迫
ら
ざ
る
態
度
が
︑
若
狭
を
し
て
深
く
感
激
さ
せ
て
を
つ
た
の
で
す
︒
彼
は
︑

将
来
は
日
本
に
も
大
き
な
海
軍
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
そ
の
際
に
は
︑
絵
で
見
て

感
激
し
た
仏
蘭
西
の
海
軍
の
や
う
な
︑
立
派
な
精
神
的
な
も
の
に
し
た
い
と
切
望

し
て
を
り
ま
し
た
︒

西
欧
を
モ
デ
ル
と
し
た
大
改
革
を
成
し
遂
げ
た
ロ
シ
ア
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
に
つ
い

て
は
︑
一
七
九
〇
年
代
か
ら
一
八
〇
〇
年
代
に
前
野
良
沢
︑
桂
川
甫
周
︑
山
村
昌
永
が

著
作
で
紹
介
し
︑
写
本
な
ど
を
通
じ
て
広
く
社
会
に
知
ら
れ
て
い
た
︒
一
八
二
〇
︑
三

〇
年
代
に
は
︑
会
沢
正
志
斎
が
﹁
新
論
﹂︑
渡
辺
崋
山
が
﹁
外
国
事
情
書
﹂︑
佐
久
間
象

山
が
﹁
海
防
に
関
す
る
上
書
﹂
で
︑
皇
帝
に
強
大
な
権
力
を
集
中
さ
せ
︑
上
か
ら
の
近

代
化
で
体
制
を
変
革
し
︑
富
国
強
兵
を
実
現
さ
せ
た
英
雄
と
し
て
絶
賛
し

(
)た

︒
村
田
も

77

こ
う
し
た
著
述
に
触
れ
︑
遅
れ
て
国
造
り
を
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
欧
列
強
と
肩

を
並
べ
る
ま
で
に
力
を
つ
け
︑
広
大
な
領
土
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
ロ
シ
ア
を
手
本
に

す
べ
し
︑
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

佐
賀
藩
主
・
鍋
島
直
正
は
安
政
二
年
七
月
二
五
日
に
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
軍
艦
ヘ
デ
ー

号
を
乗
艦
視
察
し
た
際
︑
艦
長
フ
ァ
ビ
ウ
ス
か
ら
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
戦
闘
が
行
わ
れ
た

セ
バ
ス
ト
ポ
リ
な
ど
の
絵
を
見
せ
ら
れ
て
い

(
)る

︒
こ
の
時
︑
鍋
島
は
多
数
の
従
者
を

78

伴
っ
て
乗
艦
し
て
お
り
︑
前
に
見
た
よ
う
に
ち
ょ
う
ど
長
崎
に
滞
在
し
て
い
た
村
田
も

同
行
し
︑
こ
の
絵
を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
︑
新
型
兵
器
︑

鉄
道
︑
電
報
な
ど
の
工
業
技
術
が
使
わ
れ
︑
七
五
万
人
も
の
戦
死
者
が
出
た
ほ
か
︑
従

軍
記
者
・
画
家
・
写
真
家
が
初
め
て
戦
争
を
現
地
か
ら
伝
え
た
こ
と
で
︑
近
代
戦
の
嚆

矢
と
し
て
知
ら
れ

(
)る

ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
情
報
は
︑
長
崎
に
ま
で
届

79

い
て
お
り
︑
富
国
強
兵
を
信
念
と
す
る
村
田
が
そ
の
絵
を
見
れ
ば
興
味
を
持
っ
た
の
は

当
然
で
あ
っ
た
ろ

(
)う

︒
80

聖
書
研
究
を
進
め
る
こ
と
は
︑
彼
の
中
で
は
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
崇
拝
や
︑
海
軍

を
中
心
と
し
た
軍
備
の
強
化
︑
殖
産
興
業
の
推
進
な
ど
と
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
難
事
業
を
進
め
る
人
間
を
︑
精
神
面
か
ら
支
え
る
優

れ
た
道
徳
・
倫
理
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
捉
え
て
い
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
︒

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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村
田
の
業
績
に
関
し
て
は
︑
明
治
の
お
わ
り
か
ら
大
正
に
か
け
て
︑
佐
賀
県
が
村
田

へ
の
贈
位
を
国
に
申
請
し
た
際
の
内
申

(
)書

が
国
立
公
文
書
館
に
六
通
残
っ
て
お
り
︑
領

81

民
に
先
進
医
療
を
施
し
た
こ
と
や
ガ
ラ
ス
︑
砂
糖
な
ど
の
製
造
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
な

ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
中
に
は
俄
に
信
じ
が
た
い
事
項
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
︑
村
田

の
人
物
像
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
で
は
あ
る
︒
今
回
は
︑
こ
れ
ら
内
申

書
の
記
載
に
つ
い
て
の
考
察
ま
で
手
が
回
ら
な
か
っ
た
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

注
︵
１
︶
政
矩
の
読
み
方
は
︑﹁
代
々
記

上
﹂︵
鍋
島
家
文
庫
︿
複
製
本
﹀︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︶
収
録
の

村
田
家
家
譜
に
﹁
タ
ヽ
ノ
リ
﹂
と
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
た
︒
ま
た
︑
政
矩
は
﹁
村
田
若

狭
﹂
の
名
で
知
ら
れ
る
が
︑﹁
村
田
若
狭
守
﹂
と
表
記
し
て
い
る
書
籍
や
ネ
ッ
ト
上
の
著
述
も
非

常
に
多
い
︒
近
世
後
期
の
陪
臣
で
国
守
を
名
乗
れ
た
の
は
︑
朝
廷
か
ら
正
式
に
叙
任
さ
れ
た
徳

川
御
三
家
と
金
沢
前
田
家
の
家
老
の
み
で
あ
る
︵
白
根
孝
胤
﹁
近
世
大
名
家
臣
の
官
位
叙
任
と

幕
藩
権
力
﹂︿﹃
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
﹄
三
七
︑
二
〇
〇
三
年
﹀︶︒﹁
御
親
類
よ
り
中
老

迄
代
々
覚
書
﹂
上
︵
鍋
島
家
文
庫
︿
複
製
本
﹀︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︶
の
村
田
政
矩
の
項
に
も
﹁
如

願
若
狭
被

罷
成
﹂
と
あ
り
︑
単
に
﹁
村
田
若
狭
﹂
と
記
す
べ
き
だ
と
思
料
す
る
︒

︵
２
︶
後
述
の
よ
う
に
一
八
六
〇
年
代
か
ら
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
ち
︑
一

九
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
W
illiam
E
lliott
G
riffis,V
erbeck
of
Japan
;
a
citizen
of
no

country
;a
life
story
offoundation
w
ork
inaugurated
by
G
uido
Fridolin
V
erbeck,

︵
N
ew
Y
ork
:F
lem
ing
H
.R
evellC
o.,1900︶︵
村
瀬
寿
代
訳
編
﹃
日
本
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹄︿
洋

学
堂
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
﹀
の
翻
訳
が
あ
る
︶
な
ど
い
く
つ
も
の
書
籍
や
新
聞
で
紹
介
さ
れ
た
︒

最
近
で
は
D
onald
J.
B
ruggink,
K
im
N
.
B
aker,
B
y
G
race
A
lone：
Stories
of
the

R
eform
ed
C
hurch
in
A
m
erica,︵
W
illiam
B
.E
erdm
ans
Publishing
C
om
pany,2004︶

や
︑
H
am
ish
Ion,A
m
erican
M
issionaries,C
hristian
O
yatoi,and
Japan,1859-73,

︵
U
niversity
ofB
ritish
C
olum
bia
Press,2009︶
が
あ
る
︒

︵
３
︶
中
島
一
仁
﹁
幕
末
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
の
研
究
：
佐
賀
藩
士
・
綾
部
幸
煕
の
事
例
に
み

る
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
八
︑
二
〇
一
四
︶︑
同
﹁
同

︵
二
︶：
元
佐
賀
藩
士
・
綾
部
幸
煕
の
信
仰
と
生
活
﹂︵
同
九
︑
二
〇
一
五
︶︒
以
下
︑
前
者
を
便

宜
的
に
︵
一
︶
と
す
る
︒

︵
４
︶
高
谷
道
男
編
訳
﹃
ヘ
ボ
ン
書
簡
集
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
年
︶︑
同
﹃
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン

書
簡
集
：
幕
末
明
治
初
期
宣
教
記
録
﹄︵
日
本
基
督
教
団
出
版
部
︑
一
九
六
五
年
︶︑
同
﹃
フ
ル

ベ
ッ
キ
書
簡
集
﹄︵
新
教
出
版
社
︑
一
九
七
八
年
︶︑
岡
部
一
興
編
・
高
谷
道
男
・
有
地
美
子
訳

﹃
ヘ
ボ
ン
在
日
書
簡
全
集
﹄︵
教
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
︶
な
ど
と
︑
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
諸
研
究
︒

︵
５
︶
ご
く
一
部
を
挙
げ
れ
ば
︑
藤
井
貞
文
﹃
開
国
期
基
督
教
の
研
究
﹄︵
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
六

年
︶︑
家
近
良
樹
﹃
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
：
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
へ
の
道
﹄︵
歴
史
文
化
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
三
四
︶︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︶︑
鈴
木
裕
子
﹁
明
治
政
府
の
キ
リ
ス
ト
教

政
策
：
高
札
撤
去
に
至
る
迄
の
政
治
過
程
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
八
六
︵
二
︶︑
一
九
七
七
年
︶︒

︵
６
︶
塩
野
和
夫
﹃
禁
教
国
日
本
の
報
道
：﹁
ヘ
ラ
ル
ド
﹂
誌
︵
一
八
二
五
年
︱
一
八
七
三
年
︶
よ
り
﹄

︵
東
西
交
流
叢
書
一
二
︶︵
雄
松
堂
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
︶
七
二
及
び
二
三
五
頁
に
よ
る
︒
米
国

議
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
﹁
米
国
新
聞
一
覧
﹂
に
よ
る
と
︑
T
he
Sow
er︵﹃
種
蒔
く
人
﹄

紙
︶
は
﹁
原
初
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
及
び
改
訳
英
語
聖
書
の
支
持
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
団
結
に

資
す
る
た
め
︵
筆
者
訳
︶﹂
に
︑
一
八
五
四
年
に
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
刊
行
さ

れ
た
週
刊
紙
︒

︵
７
)
G
.F
.V
erbeck,"T
he
F
irstB
aptism
ofC
onverts
in
Japan,"A
M
anualofthe
M
issions

ofthe
R
eform
ed
D
utch
C
hurch
in
A
m
erica
(N
ew
Y
ork：
B
oard
ofPublication
of

the
R
eform
ed
C
hurch
in
A
m
erica,1877).

︵
８
︶
G
.
F
.
V
erbeck,
"H
istory
of
Protestant
M
issions
in
Japan,"
P
roceedings
of
the

G
eneral
C
onference
of
P
rotestant
M
issionaries
of
Japan,
ed.
the
Publishing

C
om
m
ittee
(Y
okoham
a：
R
.M
eiklejohn
&
C
o,1883).

︵
９
︶
秋
山
繁
雄
﹃
明
治
人
物
拾
遺
物
語
﹄︵
新
教
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︶
三
一
二
～
三
一
六
頁
︒

︵

︶
J.M
aeda,"T
he
F
irst
Protestant
B
eliever
in
Japan,"
T
he
Japan
E
vangelist
1(1)

10

(1893).

︵

︶
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
村
田
・
綾
部
の
受
洗
物
語
を
よ
く
総
合
し
た
新
し
い
著
述
で
あ
る
︑
守

11

部
喜
雅
﹃
聖
書
を
読
ん
だ
サ
ム
ラ
イ
た
ち
：
も
う
ひ
と
つ
の
幕
末
維
新
史
﹄︵
い
の
ち
の
も
と
ば

社
フ
ォ
レ
ス
ト
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
一
〇
年
︶
の
第
一
章
﹁
洋
上
に
浮
か
ん
で
い
た
聖
書
～
宣
教

師
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹂
の
記
載
内
容
を
主
に
︑
佐
々
木
晃
﹁
長
崎
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
︵
一
八
五
九
～
一

八
六
九
︶﹂︵﹃
明
治
学
院
大
学
キ
リ
ス
ト
教
研
究
所
紀
要
﹄
三
五
︑
二
〇
〇
二
年
︶
の
記
述
で

補
っ
た
︒

︵

︶
前
掲
"H
istory
ofProtestant
M
issions
in
Japan",p51.

12
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︵

︶
中
野
礼
四
郎
編
﹃
鍋
島
直
正
公
伝
﹄
第
三
編
︵
侯
爵
鍋
島
家
編
纂
所
︑
一
九
二
〇
年
︶
四
八
九

13

頁
︒

︵

︶
明
治
二
年
﹁
御
意
請
﹂︵
鍋
島
家
文
庫
︿
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
﹀︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︶︒

14
︵

︶﹁
贈
正
二
位
公
御
年
譜
地
取
︵
直
正
公
御
年
譜
地
取
︶﹂︵
佐
賀
県
立
図
書
館
編
﹃
佐
賀
県
近
世
史

15

料
﹄
第
一
編
第
一
一
巻
︑
二
〇
〇
三
年
︶
七
七
八
頁
︑
嘉
永
六
年
一
一
月
一
四
日
条
︒

︵

︶
同
前
︑
七
〇
九
頁
︑
嘉
永
二
年
二
月
一
〇
日
条
︒

16
︵

︶﹁
大
隈
伯
の
宗
教
談
﹂︵﹃
福
音
新
報
﹄
三
八
九
号
・
明
治
三
五
年
一
二
月
一
一
日
付
︶︒

17
︵

︶﹁
御
親
類
御
家
老
諸
役
﹂
下
︵
鍋
島
家
文
庫
︿
複
製
本
﹀︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︶︒

18
︵

︶﹁
蒸
気
船
渡
来
録
﹂︵﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
五
編
第
一
巻
︿
幕
末
伊
東
次
兵
衛
出
張
日
記
﹀︑

19

二
〇
〇
八
年
︶
三
三
八
︑
三
三
九
頁
︒

︵

︶﹁
直
正
公
譜
﹂︵
前
掲
﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
一
一
巻
︶
二
四
二
頁
︒

20
︵

︶
前
掲
﹁
直
正
公
譜
﹂
二
三
二
頁
の
安
政
元
年
三
月
八
日
条
に
﹁
今
年
長
崎
当
御
番
被
為
蒙
仰
候

21

御
奉
書
﹂
を
藩
主
が
見
た
と
あ
り
︑
同
二
四
二
頁
の
同
二
年
七
月
二
一
日
条
に
﹁
御
非
番
所
御

請
取
ニ
付
︑
長
崎
御
越
﹂
な
ど
と
あ
る
︒

︵

︶
石
井
孝
﹃
日
本
開
国
史
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
年
︶
一
二
八
～
一
四
三
頁
︑
対
外
関
係
史

22

総
合
年
表
編
集
委
員
会
編
﹃
対
外
関
係
史
総
合
年
表
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
年
︶
九
〇
二

～
九
〇
六
頁
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
維
新
史
料
綱
要
﹄
二
︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九

六
六
年
︶
三
九
頁
︒

︵

︶
引
用
史
料
は
︑
①
③
が
杉
本
勲
ほ
か
編
著
﹃
幕
末
軍
事
技
術
の
軌
跡
：
佐
賀
藩
史
料
﹁
松
乃
落

23

葉
﹂﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
七
年
︶
一
六
九
︑
一
七
一
頁
︑
そ
れ
以
外
は
前
掲
﹁
蒸
気
船
渡

来
録
﹂
三
四
三
～
三
四
六
︑
三
六
五
頁
︒

︵

︶
①
は
前
掲
﹃
聖
書
を
読
ん
だ
サ
ム
ラ
イ
た
ち
﹄︑﹃
キ
リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
﹄︵
日
本
基
督
教
団
出

24

版
局
︑
一
九
八
六
年
︶﹁
村
田
若
狭
﹂
項
︑
②
は
O
tis
C
ary,A
H
istory
ofC
hristianity
in

Japan,︵
N
ew
Y
ork：
F
lem
ing
H
.R
evellC
om
pany,1909︶
p56︑
山
本
秀
煌
﹃
日
本
基
督

教
会
略
史

前
編
﹄︵
日
本
基
督
教
会
大
会
事
務
所
︑
一
九
二
二
年
︶
三
二
頁
︑
③
は
﹃
日
本
近

世
人
名
辞
典
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶﹁
村
田
若
狭
﹂
項
な
ど
︒

︵

︶
吉
田
清
太
郎
﹃
活
け
る
宗
教
と
人
生
﹄︵
雄
山
閣
︑
一
九
三
四
年
︶
四
八
頁
︒
村
田
の
孫
と
い
う

25

の
は
︑
同
志
社
に
学
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
徒
︑
虎
吉
郎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶
T
he
Japan
E
vangelist11(7),1904,p236の
補
注
︒

26
︵

)
"A
Japanese
C
onvert",SpiritofM
issions︵
Septem
ber
1872︶
p552.た
だ
し
︑
落
ち
た

27

本
が
聖
書
で
は
な
く
英
国
教
会
の
祈
禱
書
︵
C
hurch
Service︶
と
さ
れ
て
い
た
り
︑
こ
の
祈

禱
書
を
手
に
入
れ
た
人
物
に
授
洗
し
た
宣
教
師
が
米
国
聖
公
会
の
Ｃ
・
Ｍ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と

さ
れ
て
い
た
り
と
︑
記
述
に
混
乱
も
見
ら
れ
る
︒

︵

︶
W
illiam
C
anton,A
H
istory
ofthe
B
ritish
and
Foreign
B
ible
Society
vol.3,︵
London：

28

John
M
urray,1910︶
p462.

︵

︶﹃
維
新
史
料
綱
要
﹄
一
︵
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
︑
一
九
三
七
年
︶
六
三
二
頁
︒

29
︵

︶
J.J.C
olledge
&
B
en
W
arlow
,Shipsofthe
R
oyalN
avy,(London：
G
reenhill,2006)
p.

30

32.

︵

︶
J.M
.T
ronson,P
ersonal
N
arrative
of
A
V
oyage
to
Japan,
K
am
tschatka,
Siberia,

31

T
artary,and
V
arious
P
arts
ofC
oastofC
hina
;in
H
.M
.S.B
arracouta.,(Sm
ith,

E
lder
&
C
o.,1859)
p2,54,153,164.

︵

︶
前
掲
﹁
蒸
気
船
渡
来
録
﹂
三
三
七
︑
三
三
九
︑
三
四
〇
頁
︒

32
︵

︶
木
原
溥
幸
﹃
幕
末
期
佐
賀
藩
の
藩
政
史
研
究
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︶
一
七
五
頁
︒

33
︵

︶
T
he
Illustrated
L
ondon
N
ew
s(R
eprintE
d.),︵
K
ashiw
ashobo
Pub.C
o.,1997︶
の
一

34

八
五
五
年
一
月
一
三
日
号
・
四
三
頁
︒

︵

︶
前
掲
﹃
鍋
島
直
正
公
伝
﹄
第
四
編
︑
三
八
七
︑
三
八
八
頁
︒

35
︵

︶
長
野
暹
﹁
長
崎
警
備
初
期
の
体
制
と
佐
賀
藩
：
防
備
体
制
を
中
心
に
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
経
済
論
集
﹄

36

一
三
七
︑
二
〇
〇
二
年
︶
二
一
九
頁
︒

︵

︶
①
は
前
掲
"T
he
F
irstProtestantB
eliever
in
Japan"︑
前
掲
A
H
istory
ofC
hristianity

37

in
Japan
︑
前
掲
﹃
日
本
基
督
教
会
略
史

前
編
﹄︑
前
掲
﹃
日
本
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹄︑
②
は
海
老

沢
亮
﹃
日
本
キ
リ
ス
ト
教
百
年
史
﹄︵
日
本
基
督
教
団
出
版
部
︑
一
九
六
五
年
三
版
︶︑
前
掲
﹃
キ

リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
﹄︑
前
掲
﹃
聖
書
を
読
ん
だ
サ
ム
ラ
イ
た
ち
﹄︑
③
は
前
掲
A
H
istory
of

the
B
ritish
and
Foreign
B
ible
Society
vol.3
な
ど
︒

︵

︶﹁
御
屋
敷
詰
役
々
﹂
及
び
﹁
家
中
知
行
地
米
扶
持
手
帳
︵
慶
応
弐
初
三
拾
九
番

寅
六
月
改
之
︶﹂

38

︵
永
松
亨
﹃
幕
末
維
新

永
松
七
郎
助
史
料
集
﹄
二
〇
〇
八
年
︶
一
七
五
︑
一
八
二
頁
︒

︵

︶
三
好
不
二
雄
・
三
好
嘉
子
編
﹃
佐
嘉
城
下
町
竈
帳
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
〇
年
︶
一
二

39

五
頁
︒﹁
若
狭
殿
﹂
に
は
﹁
村
田
政
矩
﹂
と
原
注
が
あ
る
︒﹁
梅
亨﹅

﹂
と
あ
る
の
は
︑
原
史
料
か

翻
刻
の
際
か
は
未
確
認
だ
が
﹁
梅
亭﹅

﹂
の
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

︵

︶
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
︒
文
久
二
年
に
来
日
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
軍
医
︒
ポ
ン
ペ
の
後

40

を
受
け
て
長
崎
養
生
所
で
多
く
の
日
本
人
医
師
を
育
て
た
︵
青
木
歳
幸
﹃
江
戸
時
代
の
医
学
﹄

︿
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
﹀
二
五
〇
頁
︶︒

︵

︶
前
掲
﹃
鍋
島
直
正
公
伝
﹄
第
五
編
︑
四
八
九
頁
︒

41

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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︵

︶
前
掲
明
治
二
年
﹁
御
意
請
﹂︒

42
︵

︶
好
生
館
史
編
纂
委
員
会
﹃
好
生
館
史
﹄︵
一
九
五
五
年
︶
一
四
頁
︵
金
子
光
一
監
修
﹃
社
会
福
祉

43

施
設
史
資
料
集
成
﹄
七
︿
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
〇
年
﹀︶︒

︵

︶
前
掲
"the
F
irstProtestantB
eliever
in
Japan"︑
前
掲
﹃
日
本
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹄︑
前
掲
﹃
日

44

本
基
督
教
会
略
史

前
編
﹄
な
ど
︒

︵

︶
村
岡
典
嗣
﹁
漢
訳
聖
書
源
流
考
﹂︵
同
﹃
日
本
思
想
史
研
究
︵
増
訂
︶﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
四
〇

45

年
︶︑
海
老
沢
有
道
﹃
日
本
の
聖
書
：
聖
書
和
訳
の
歴
史
︵
新
訂
増
補
版
︶﹄︵
日
本
基
督
教
団
出

版
局
︑
一
九
八
一
年
︶
九
八
～
一
〇
五
頁
︒

︵

︶
富
田
仁
編
﹃
海
を
越
え
た
日
本
人
名
事
典
︵
新
訂
増
補
︶﹄︵
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
︑
二
〇
〇
五

46

年
︶︑
多
久
島
澄
子
﹃
日
本
電
信
の
祖
石
丸
安
世
﹄︵
慧
文
社
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

︵

︶
前
掲
﹃
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
集
﹄
四
二
・
四
三
頁
︒

47
︵

︶
本
野
亨
編
﹃
苦
学
時
代
の
本
野
盛
亨
翁
﹄︵
本
野
亨
︑
一
九
三
五
年
︶
三
一
～
三
三
頁
︒

48
︵

︶
前
掲
﹁
幕
末
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
受
洗
者
の
研
究
︵
一
︶﹂
三
六
頁
︒

49
︵

︶
高
山
節
也
﹁
鍋
島
文
庫
現
存
漢
籍
の
収
集
に
つ
い
て
﹂︵﹃
佐
賀
大
国
文
﹄
二
三
︑
一
九
九
五
年
︶

50

一
五
二
・
一
五
三
頁
︒

︵

︶
松
田
清
編
﹃
佐
賀
鍋
島
家
﹁
洋
書
目
録
﹂
所
収
原
書
復
元
目
録
﹄︵
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環

51

境
学
研
究
科
松
田
清
研
究
室
︑
二
〇
〇
六
年
︶
一
一
一
頁
︒

︵

︶
キ
リ
ス
ト
教
関
連
書
の
抽
出
に
当
た
っ
て
は
︑
小
沢
三
郎
﹃
幕
末
明
治
耶
蘇
教
史
研
究
﹄︵
日
本

52

基
督
教
団
出
版
局
︑
一
九
七
三
年
︶
第
一
二
章
﹁
耶
蘇
教
宣
教
師
と
維
新
前
後
の
日
本
文
化
﹂・

第
七
節
﹁
高
杉
晋
作
と
耶
蘇
教
宣
教
師
ミ
ュ
ー
ア
ヘ
ッ
ド
﹂
と
︑
春
名
徹
﹁
中
牟
田
倉
之
助
の

上
海
体
験
：﹃
文
久
二
年
上
海
行
日
記
﹄
を
中
心
に
﹂︵
国
学
院
大
学
紀
要
三
五
︑
一
九
九
七
年
︶

を
参
考
に
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
た
太
平
天
国
の
関
連
書
も
含
め
た
︒

︵

︶
中
村
孝
也
﹃
中
牟
田
倉
之
助
伝
﹄︵
中
牟
田
武
信
︑
一
九
一
九
年
︶
二
二
九
︑
二
五
二
～
二
五
五

53

頁
︒

︵

︶﹁
白
帆
注
進
外
国
船
出
入
注
進

三
﹂︵﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
五
編
第
二
巻
︿
二
〇
一
五
年
﹀︶

54

三
四
一
頁
︒

︵

︶
前
掲
﹃
永
松
七
郎
助
史
料
集
﹄
二
〇
三
・
二
〇
四
頁
︒

55
︵

︶
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ピ
ニ
ャ
テ
ル
︒
元
治
元
年
に
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
で
︑
時
計
・
理
化
学
器

56

械
な
ど
を
輸
入
し
︑
富
を
築
い
た
︒︵
澤
護
﹁
ピ
ニ
ャ
テ
ル
父
子
﹂︿﹃
敬
愛
大
学
研
究
論
集
﹄
四

九
︑
一
九
九
六
年
﹀︑
富
田
仁
﹃
長
崎
フ
ラ
ン
ス
物
語
﹄︿
白
水
社
︑
一
九
八
七
年
﹀
一
五
〇
・

一
五
一
頁
︶︒

︵

︶
龍
造
寺
氏
旧
臣
の
末
裔
喜
兵
衛
の
子
で
︑
藩
札
取
り
扱
い
を
許
さ
れ
た
伊
万
里
の
両
替
商
︵﹃
伊

57

万
里
市
史
﹄︿
伊
万
里
市
︑
一
九
六
三
年
﹀
一
二
〇
一
頁
︶︒

︵

︶
前
田
包
昭
と
い
う
人
物
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
︒
伊
万
里
の
大
庄
屋
・
前
田
家
の
一

58

族
で
あ
ろ
う
︵﹁
前
田
家
文
書
﹂︿﹃
伊
万
里
市
史
﹄
資
料
編
︽
伊
万
里
市
︑
二
〇
〇
七
年
︾
一
九

八
︑
三
七
五
頁
﹀︑﹃
伊
万
里
市
史
﹄
建
築
編
︿
伊
万
里
市
︑
二
〇
〇
二
年
﹀
二
八
頁
︶︒

︵

︶
有
田
皿
山
の
有
力
窯
焼
で
あ
る
中
島
家
の
五
代
儀
平
秀
実
︵
中
島
浩
気
﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄︿
肥

59

前
陶
磁
史
考
刊
行
会
︑
一
九
三
六
年
﹀
五
一
〇
︑
五
七
三
頁
︶︒

︵

︶
鎮
晴
︒
明
治
に
な
っ
て
か
ら
有
田
陶
業
振
興
の
た
め
の
洪
益
銀
行
の
設
立
発
起
人
に
名
を
連
ね

60

て
お
り
︑
有
田
の
有
力
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
前
掲
﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄
五
一
〇
︑
六

四
七
頁
︶︒

︵

︶
杉
谷
昭
﹃
鍋
島
閑
叟
﹄︵
岩
波
新
書
︶︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
︶
一
三
六
頁
︒

61
︵

︶
前
掲
﹃
鍋
島
直
正
公
伝
﹄
第
三
編
︑
一
四
七
頁
︒

62
︵

︶
前
掲
﹃
伊
万
里
市
史
﹄
資
料
編
︑
三
七
三
～
三
八
一
頁
︒

63
︵

︶﹁
御
親
類
家
来
私
領
外
住
居
名
書
﹂︵
久
保
田
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
久
保
田
町
史
﹄
上
︿
二

64

〇
〇
二
年
﹀︶
三
四
一
～
三
四
五
頁
︒

︵

︶
前
掲
﹃
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
集
﹄
一
一
三
頁
︒

65
︵

︶﹁
日
記

慶
応
３
年
卯
６
月
ゟ

月
迄

檀
那
様
茂
陳
公
﹂︵
佐
賀
県
立
図
書
館
︑
諫
早
家
文
書

66

12

︿
複
写
本
﹀︶︒
佐
賀
市
の
永
松
亨
氏
の
御
教
示
に
よ
る
︒

︵

︶
前
掲
﹃
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
集
﹄
一
四
一
頁
︒

67
︵

︶
前
掲
"T
he
F
irst
Protestant
B
eliever
in
Japan",p.20.

68
︵

︶
前
掲
﹃
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
﹄
一
四
～
五
二
頁
︒

69
︵

︶﹁
長
崎
近
傍
浦
上
村
切
支
丹
信
仰
ノ
徒
ヲ
各
藩
ニ
託
保
ス
﹂
の
﹁
八
月
二
十
三
日
肥
前
少
将
ヘ
﹂

70

︵﹃
法
令
全
書
﹄
明
治
元
年
︑
第
三
百
十
四
︑
一
三
一
頁
︶︒

︵

︶﹁
佐
嘉
郡
太
俣
郷
図
﹂︵
佐
賀
藩
︑
一
八
〇
七
年
︿
佐
賀
県
立
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
デ
ジ
タ

71

ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
﹁
古
地
図
・
絵
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂﹀︶︒

︵

︶﹁
[佐
賀
藩
御
側
日
記
]：
明
治
二
年
巳
九
月
ヨ
リ
午
ノ
八
月
迄
﹂︵
早
稲
田
大
学
図
書
館
ホ
ー
ム

72

ペ
ー
ジ
・
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︶︒

︵

︶
前
掲
﹃
久
保
田
町
史
﹄
下
︑
七
〇
五
・
七
〇
六
頁
︒

73
︵

︶
前
掲
﹃
永
松
七
郎
助
史
料
集
﹄
二
〇
七
頁
︒

74
︵

︶
前
掲
﹃
久
保
田
町
史
﹄
下
︑
六
八
五
頁
︒

75
︵

︶﹁
龍
造
寺
文
書
︿
影
写
本
﹀﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︶︒
村
田
家
は
戦
国
大
名
龍
造
寺
氏
の
後

76

中 島 一 仁
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裔
︒

︵

︶
黒
沢
文
貴
﹁
江
戸
・
明
治
期
の
日
露
関
係
：
ロ
シ
ア
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
八

77

〇
二
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
和
田
春
樹
﹃
日
露
戦
争
：
起
源
と
開
戦
﹄
下
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇

年
︶
三
七
三
・
三
七
四
頁
︒

︵

︶
フ
ォ
ス
美
弥
子
編
訳
﹃
海
国
日
本
の
夜
明
け
：
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
フ
ァ
ビ
ウ
ス
駐
留
日
誌
﹄︵
思
文

78

閣
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
一
七
〇
頁
︒

︵

︶
オ
ー
ラ
ン
ド
ー
・
フ
ァ
イ
ジ
ズ
著
・
染
谷
徹
訳
﹃
ク
リ
ミ
ア
戦
争
﹄
上
︵
白
水
社
︑
二
〇
一
五

79

年
︶
二
一
・
二
二
頁
︒

︵

︶
村
田
が
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
戦
い
の
絵
を
見
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
"T
he
F
irst
Protes-

80

tantB
eliever
in
Japan"︑
前
掲
﹃
日
本
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹄
四
四
頁
に
も
載
っ
て
い
る
︒
ど
ち

ら
も
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
手
に
入
れ
た
と
し
て
い
る
︒

︵

︶﹁
故

村
田
政
矩
︵
佐
賀
県
︶﹂︵
簿
冊
﹁
大
正
十
三
年
皇
太
子
御
成
婚
贈
位
内
申
事
蹟
書
十
七
﹂︑

81

国
立
公
文
書
館
︶
な
ど
︒

幕末期プロテスタント受洗者の研究（三）
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