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い
に
し
へ
の
道
を

島
津
忠
良
、
新
納
忠
元

し

ま

づ

た

だ

よ

し

に
い

ろ

た
だ

も
と

み
な
さ
ん
は

「
郷
中
教
育
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
郷
中
教

、
ご
じ
ゅ
う

育
と
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
薩
摩
藩
で
始
め
ら
れ
た
、
四
百
年
の

さ

つ

ま

は
ん

歴
史
を
持
つ
青
少
年
教
育
の
伝
統
で
す
。
先
輩
が
後
輩
を
教
え
導

く
こ
と
で
、
勉
学
や
武
芸
、

山
坂
達
者
を
学
び
合
い
、
心
身
を

※
や
ま
さ
か
た
っ
し
ゃ

鍛
え
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て
い
る
西
郷
隆
盛
や
大
久

保
利
通
な
ど
も
、
こ
の
薩
摩
藩
の
郷
中
教
育
で
育
っ
た
の
で
す
。

郷
中
教
育
に
は
厳
格
な
規
律
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

新
納
忠
元
と
い
う
戦
国
時
代
の
武
将
が
定
め
た
「
二
才
咄
格
式

に
い
ろ
た
だ
も
と

に

せ

ば
な
し
か
く
し
き

定

目
」
が
原
点
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
五

じ
ょ
う
も
く

十
年
前
に
、
伊
作
島
津
家
当
主
の
島
津
忠
良
が
作
っ
た
「
日
新
公

い

ざ
く

し
ま
づ
た
だ
よ
し

じ
っ
し
ん
こ
う

い
ろ
は
歌
」
も
、
郷
中
教
育
の
基
本
を
歌
の
形
で
表
し
た
も
の
と

【
関
連
年
表
（
島
津
忠
良
】）

一
四
九
二
年

誕
生

一
五
二
六
年

息
子
の
貴
久
が
島
津
家
を
継
ぎ
、
第

十
五
代
当
主
と
な
る
。

一
五
二
七
年

出
家
し
、
日
新
斎
を
名
乗
る
。

じ
っ
し
ん
さ
い

一
五
四
五
年

日
新
公
い
ろ
は
歌
を
作
る
。

一
五
六
八
年

死
去

【
関
連
年
表
（
新
納
忠
元
】）

一
五
二
六
年

誕
生

一
五
三
八
年

島
津
貴
久
に
面
会
し
、
父
と
と
も
に

島
津
氏
に
仕
え
る
。

一
五
九
二
年
〜

文
禄
の
役
・
慶
長
の
役
に
際
し
て
、

留
守
居
役
を
務
め
る
。

一
五
九
六
年

二
才
咄
格
式
定
目
を
作
る
。

一
六
〇
〇
年

関
ヶ
原
の
戦
い
に
際
し
て
、
留
守
居

役
を
務
め
る
。

一
六
一
〇
年

死
去
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し
て
、
繰
り
返
し
暗
唱
さ
れ
ま
し
た
。

く

郷
中
教
育
の
原
点
を
作
っ
た
島
津
忠
良
と
新
納
忠
元
と
は
、
ど

の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
島
津
忠
良
（
日
新
斎

】）

じ
っ
し
ん
さ
い

忠
良
は
、

幼

名
を
菊
三
郎
と
い
い
ま
す
。
島
津
家
の
分
家
で

※
よ
う
み
ょ
う

き
く
さ
ぶ
ろ
う

あ
る
伊
作
家
の
当
主
で
あ
っ
た
父
の
善
久
は
、
菊
三
郎
が
三
歳
の

時
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
菊
三
郎
の
母
で
あ
る

常
磐
は
、
当
主
と
な
る
菊
三
郎
を
厳
し
く
し
つ
け
る
た
め
、
寺
に

※
と
き
わ

預
け
て
育
て
ま
し
た
。

あ
ず

菊
三
郎
が
十
歳
の
、
あ
る
夏
の
日
の
こ
と
で
す
。
菊
三
郎
は
、

寺
の
学
友
と
一
緒
に
、
城
下
の
川
で
水
泳
や
魚
取
り
を
し
て
遊
ん

で
い
ま
し
た
が
、
夢
中
に
な
っ
て
い
る
う
ち
に
、
勉
強
の
時
間
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

菊
三
郎
様

勉
学
の
時
間
で
す
よ

寺
に
お
戻
り
く
だ
さ
い

和
尚

「

、

。

。

も
ど

お
し
ょ
う

様
が
待
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

」。

【
常
磐
】

と
き
わ

忠
良
の
母
で
あ
る
常
磐
は
、
当
時

の
大
学
僧
の
禅
僧
桂
庵
に
師
事
し
て

け
い
あ
ん

朱
子
学
を
学
び
、
論
語
（
中
国
の
思

想
家
孔
子
の
教
え
を
著
し
た
書
物
）

を
好
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
影
響
は
、
後

の
日
新
公
い
ろ
は
歌
に
も
表
れ
て
い

る
。

【
幼
名
】

幼
少
時
の
名
前
の
事
。
主
に
、
平
安
時

代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
武
士
や
貴

族
の
子
が
幼
児
期
に
付
け
ら
れ
た
名
前

で
、
元
服
し
て
諱
（
実
名
）
を
つ
け
る

い
み
な

ま
で
、
こ
の
名
前
を
使
用
し
た
。

【

】

山
坂
達
者

や
ま
さ
か
た
っ
し
ゃ

山
野
を
駆
け
巡
り
鍛
錬
す
る
こ

か

め
ぐ

た
ん
れ
ん

と
で
、
何
事
に
も
へ
こ
た
れ
な
い
精

神
や
体
力
を
養
う
。
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寺
か
ら
使
い
の
者
が
二
度
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
水
遊
び
に
心

を
奪
わ
れ
て
い
る
菊
三
郎
の
耳
に
は
入
り
ま
せ
ん
。
と
う
と
う
和

う
ば

尚
は
怒
り
、
自
ら
菊
三
郎
を
川
か
ら
連
れ
戻
す
と
、

書
院
の
柱
に

※

縛
り
付
け
ま
し
た
。

し
ば「

い
や
じ
ゃ
あ
！

他
の
者
は
遊
ん
で
お
る
の
に
！
」

ま
だ
幼
い
菊
三
郎
は
、
大
声
で
泣
き
叫
び
ま
し
た
。
す
る
と
和

尚
も
目
に
涙
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
大
き
な
声
で
、

「
伊
作
家
の
主
で
あ
る
こ
と
を
お
忘
れ
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。
伊

あ
る
じ

作
家
が
栄
え
る
か
廃
れ
る
か
は
、
あ
な
た
の
努
力
に
よ
っ
て
決
ま

す
た

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ぞ

」。

と
厳
し
く
説
い
た
の
で
す
。

菊
三
郎
の
泣
き
声
は
、
離
れ
て
住
ん
で
い
る
常
磐
の
所
ま
で
聞

こ
え
ま
し
た
。
な
ぜ
菊
三
郎
が
泣
い
て
い
る
の
か
を
使
い
の
者
か

ら
聞
い
た
常
磐
は

「
良
き
師
を
得
た
も
の
だ

」
と
喜
ん
だ
と
い

、

。

い
ま
す
。

【
長
稚
児
た
ち
の
一
日
】

（
早
朝
）
先
輩
の
家
へ
行
っ
て
本
読
み
を

習
い
、
家
に
帰
っ
て
朝
食
後
そ
の

復
習
を
す
る
。

（
午
前
）
広
場
や
神
社
の
境
内
な
ど
に
集

け
い
だ
い

っ
て
、
馬
追
い
や
相
撲
、
旗
と
り

す
も
う

な
ど
の
山
坂
達
者
に
よ
っ
て
身
体

し
ん
た
い

を
鍛
え
る
。

き
た

（
午
後
）
読
み
書
き
の
復
習
を
し
た
後
、

先
輩
や
先
生
の
家
に
行
き
、
夕
方

、

、

、

、

、

ま
で

剣

槍

弓

馬
術
な
ど

や
り

武
芸
の
稽
古
を
す
る
。

け
い
こ

（
夕
方
）
二
才
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
家

に
行
っ
て
、
郷
中
の
掟
を
復
唱

お
き
て

し
た
り
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
反

省
す
る
。

【
書
院
の
柱
】

菊
三
郎
が
預
け
ら
れ
て
い
た
、

海
蔵
院
の
柱
。

現
在
こ
の
寺
は
焼
失
し
、
後
に

建
築
さ
れ
た
柱
の
一
本
が
「
日
新

、

柱
」
と
し
て
日
置
市
立
伊
作
小
学

校
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

【
年
齢
別
の
分
け
方
】

・
小
稚
児
（
六
〜
十
歳
）

こ

ち

ご

・
長
稚
児
（
十
一
〜

お
せ
ち

ご

元
服
前
の
十
四
、
十
五
歳
）

（

）

・
二
才

元
服
後
の
十
五
〜
二
十
五
歳

に

せ

・
長
老
（
妻
帯
し
た
先
輩
）

お
せ
ん
し
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こ
の
よ
う
な
厳
し
い
教
育
を
受
け
て
育
っ
た
忠
良
は
、
そ
の
後

の
成
長
と
と
も
に
立
派
に
学
問
を
修
め
、
そ
の
徳
は
や
が
て
領
内

外
に
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
島
津

宗
家
か
ら
領
内

※

の
政
治
を
委
任
さ
れ

「
島
津

中

興
の
祖
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

、

※
ち
ゅ
う
こ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
後
、
息
子
の
貴
久
が
島
津
宗
家
の
当
主
の
座
に
就
く
と
、

つ

忠
良
は
三
十
六
歳
で
出
家
し
て

日
新
斎
を
名
乗
り
、
領

内
の
青

※

り
ょ
う
な
い

少
年
を
集
め
て
学
問
や
武
道
を
教
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
教
育
を

、

「

」

何
よ
り
大
切
に
し
た
忠
良
は

そ
の
教
え
を

日
新
公
い
ろ
は
歌

じ
っ
し
ん
こ
う

に
ま
と
め
た
の
で
す
。

い
に
し
へ
の
道
を
聞
き
て
も
唱
へ
て
も

わ
が

行

に
せ
ず
ば
か
ひ
な
し

お
こ
な
ひ

こ
れ
は
、
日
新
公
い
ろ
は
歌
の
最
初
の
一
首
で

「
昔
の
賢
者

、

け
ん
じ
や

の
立
派
な
教
え
や
学
問
も
、
口
に
唱
え
る
だ
け
で
は
、
役
に
立
た

な
い
。
実
践
、
実
行
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
大
事
で
あ
る

」
と

。

【
い
ろ
は
歌
の
石
碑
】

鹿
児
島
市
の
維
新
ふ
る
さ
と
館
近

く
の
「
歴
史
ロ
ー
ド

（
維
新
ふ
る

」

さ
と
の
道

や

南
さ
つ
ま
市
の

い

）

、

「

に
し
へ
の
道
」
に
は
、
い
ろ
は
歌
の

石
碑
が
あ
る
。

せ
き
ひ

【
歴
史
ロ
ー
ド
】

【
い
に
し
へ
の
道
】

【
中
興
】

一
度
衰
え
て
い
た
り
途
絶
え
た
も
の

お
と
ろ

と

だ

を
、
復
興
さ
せ
る
こ
と
。

【
忠
良
、
日
新
斎
を
名
乗
る
】

息
子
貴
久
が
宗
家
の
当
主
に
就
い
た

後

忠
良
は
三
十
六
歳
で
剃
髪

愚
谷
軒

、

、「

て
い
は
つ

ぐ
こ
く
け
ん

日
新
斎
」
と
号
し
、
貴
久
の
補
佐
を
務
め

た
。
な
お
、
日
新
公
は
尊
称
で
あ
る
。

【
宗
家
】

そ
の
家
系
の
当
主
。
本
家
。
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い
う
意
味
で
す
。
学
問
と
共
に
、
実
際
の
行
動
を
大
切
に
し
て
い

た
忠
良
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
、
と
て
も
有
名
な
歌
で
す
。

【
忠
良
と
忠
元
】

日
新
公
が
教
え
る
子
ど
も
た
ち
の
中
に
、
十
三
歳
の
新
納
忠
元

の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。
何
事
に
も
熱
心
に
取
り
組
む
忠
元
を
、
日

新
公
は
大
変
か
わ
い
が
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
日
新
公
が
普
段
手
に
し
て
い
る
数
珠
を
差
し

ふ
だ
ん

じ
ゅ
ず

出
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
聞
き
ま
し
た
。

「
こ
ん
数
珠
の
玉
の
数
を
知
っ
て
い
る
者
が
お
る
か

」。

と
こ
ろ
が
、
誰
も
答
え
ま
せ
ん
。
か
ね
て
か
ら
問
答
に
よ
く
答

え
る
忠
元
も
黙
っ
て
い
る
の
で
、
日
新
公
は
尋
ね
ま
し
た
。

だ
ま

た
ず

「
お
ぬ
し
は
、
知
っ
て
お
る
じ
ゃ
ろ
う

」。

「
は
い
。
私
は
、
殿
様
の
数
珠
の
玉
は
、
か
ね
て
か
ら
数
え
て
お

と
の

り
ま
す
の
で
、
よ
く
知
っ
て
い
ま
す

」。

日
新
公
は
、
数
珠
の
玉
の
数
も
承
知
し
て
い
る
忠
元
の
観
察
眼

【
調
べ
て
み
よ
う
】

日
新
公
の
「
い
ろ
は
歌
」
は
「
い

ろ
は
」
の
「
い
」
か
ら
始
ま
っ
て
、

最
後
の
「
す
」
ま
で
、
全
四
十
七
首

あ
る
。
ど
ん
な
歌
が
あ
る
か
調
べ
て

み
よ
う
。

【
考
え
て
み
よ
う
】

「

」

、

日
新
公
の

い
に
し
へ
の
…

の
歌
と

論
語
の
「
学
び
て
思
わ
ざ
れ
ば
す
な
わ
ち

く
ら
し
」
を
比
べ
て
み
よ
う
。
似
て
い
る

、

。

と
こ
ろ

違
う
と
こ
ろ
は
ど
こ
だ
ろ
う
か

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
人
物
関
係
図
】
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と
、
そ
の
知
識
を
自
慢
し
な
い
謙
虚
さ
に
感
心
し
、
ほ
う
び
に
短

け
ん
き
ょ

刀
を
与
え
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
忠
元
は

「
手
柄
を
立
て
た
と

、
て
が
ら

き
に
、
い
た
だ
き
と
う
ご
ざ
い
ま
す

」
と
答
え
た
と
い
い
ま
す
。

。

日
新
公
の
教
え
に
よ
り
、
数
多
く
の
優
秀
な
武
将
が
育
ち
ま
し

た
が
、
そ
の
中
で
も
忠
元
は
、
文
武
両
道
の
武
者
と
し
て
、
島
津

軍
で
も
一
番
の
武
将
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
力
を
つ
け
て
い
き
ま
し

た
。

（

）

（
南
さ
つ
ま
市
）

【
新
納
忠
元
】

南
さ
つ
ま
市

少
年
時
代
を
日
新
公
の
も
と
で
過
ご
し
た
新
納
忠
元
は
、
成
長

し
て
そ
の
武
勲
を
認
め
ら
れ
、

大
口
の
地
頭
を
任
ぜ
ら
れ
ま
す
。

※

ぶ
く
ん

や
が
て
月
日
が
経
ち
、
島
津
家
は
日
新
公
の
孫
に
あ
た
る

義
久

※

が
当
主
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
、
既
に
日
新
公
は
こ
の
世
を
去
っ

て
い
ま
し
た
が
、
義
久
率
い
る
島
津
軍
は
、
忠
元
ら
の
活
躍
も
あ

か
つ
や
く

り
、
九
州
統
一
に
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
ま
で
迫
っ
て
い
ま
し
た
。

せ
ま

【
忠
良
の
墓
】

【
忠
良
を
祀
っ
た
竹
田
神
社
】

ま
つ

【
島
津
義
久
】

島
津
家
第
十
六
代
当
主
。

優
秀
な
弟
達
を
適
材
適
所
に
配
置
し

て
、
三
州
統
一
を
成
し
、
九
州
を
ほ
ぼ
平

定
し
た
名
将
で
あ
る
。

祖
父
・
忠
良
よ
り
「
三
州
の
総
大
将
た

る
の
材
徳
自
ら
備
は
り

、
す
な
わ
ち
、

。」

当
主
と
し
て
の
人
徳
が
元
か
ら
備
わ
っ
て

い
た
と
評
さ
れ
た
人
物
。

【
大
口
の
地
頭
】

鎌
倉
時
代
の
地
頭
と
は
異
な
り
、
当

時
は
領
主
の
こ
と
を
地
頭
と
呼
ん
だ
。

大
口
は
現
在
の
伊
佐
市
大
口
。
当
時

は
別
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
忠
元

が
地
頭
に
つ
い
た
頃
か
ら
「
大
口
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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し
か
し
、
こ
の
時
、
そ
の
九
州
に
、
二
十
万
を
越
え
る
大
軍
が

こ

乗
り
こ
ん
で
き
ま
す
。
天
下
統
一
を
目
指
す
豊
臣
秀
吉
が
、
島
津

征
伐
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
義
久
は
、
こ
の
秀
吉
の
九
州
上
陸

せ
い
ば
つ

に
よ
り
撤
退
し
、
つ
い
に
は
人
質
を
出
し
て

和
を
乞
う
こ
と
を
決

※

て
っ
た
い

ひ
と
じ
ち

こ

意
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
、
六
十
二
歳
の
忠
元
は
、

一
人
、
城
に
こ

※

も
っ
て
防
戦
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
し
た
。

「

一
戦
も
交
え
な
い
で
秀
吉
の
軍
門
に
下
る
な
ど
、
断
じ
て
忍
び

※
が
た
い
。
秀
吉
軍
は
、
遠
征
で
食
料
に
乏
し
く
、
疲
労
困
憊
し
て

え
ん
せ
い

と
ぼ

こ
ん
ぱ
い

お
る
で
は
な
い
か
。
大
軍
と
言
え
ど
、
打
ち
勝
つ
策
は
あ
る
！
」

、

、

、

し
か
し

そ
の
忠
元
の
も
と
へ

主
君
で
あ
る
島
津
義
久
か
ら

「

私
が
和
睦
し
た
秀
吉
と
戦
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
の
敵
で
あ

※

わ
ぼ
く

る
と
い
う
こ
と
だ

」。

と
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。
忠
義
を
尽
く
し
て
き
た
殿
様
か
ら

ち
ゅ
う
ぎ

敵
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
忠
元
の
本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

【
原
文
】

「

、

一
戦
も
相
防
ぐ
者
こ
れ
な
き
は

あ
い

男
子
な
き
も
同
然
故
、
我
は
京

勢

ゆ
え

き
よ
う
ぜ
い

が
糧
絶
え
て
打
ち
勝
つ
事
胸

中
に

か
て

き
よ
う
ち
ゆ
う

こ
れ
あ
り
候
」

そ
う
ろ
う

【
原
文
】

「
弓

箭
を
致
す
に
お
い
て
は
、

き
ゆ
う
せ
ん

す
な
わ
ち
御
敵
た
る
べ
し
」

お
ん
て
き

【
秀
吉
の
陣
①
】

こ
の
時
に
は
、
秀
吉
は
現
在
の
薩
摩
川

内
市
ま
で
侵
攻
し
て
お
り
、
泰
平
寺
で

た
い
へ
い

義
久
と
会
見
し
た
。

【
島
津
歳
久
】

こ
の
時
、
和
睦
に
反
対
し
た
武
将

は
も
う
一
人
い
る
。
宮
之
城
の
島
津

歳
久
で
あ
る
。

と
し
ひ
さ歳

久
の
家
来
は
、
秀
吉
の
御
輿
が

み
こ
し

宮
之
城
を
通
る
際
に
弓
矢
を
射
か
け

て
い
る
が
、
予
め
襲

撃
に
備
え

あ
ら
か
じ

し
ゅ
う
げ
き

た
秀
吉
の
か
ご
は
空
か
ご
に
し
て
い

た
為
、
秀
吉
は
難
を
逃
れ
た
。
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、

、

。

に
至
り

忠
元
も
降
伏
を
決
意
し

秀
吉
の
陣
に
向
か
い
ま
し
た

※

じ
ん

頭
を
下
げ
ひ
れ
伏
す
忠
元
に
、
秀
吉
が
問
い
か
け
ま
す
。

「
武
蔵
（
忠
元
の
こ
と
）
よ
、
ま
だ
私
と
戦
う
つ
も
り
か

」。

む

さ

し

忠
元
は
平
伏
し
た
ま
ま
か
し
こ
ま
り
、

「

主
君
で
あ
る
義
久
が
戦
う
な
ら
何
度
で
も
戦
い
ま
し
ょ
う
。
し

※
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
和
睦
を
い
た
し
ま
し
た
上
は
、
義
久

わ
ぼ
く

は
絶
対
に
裏
切
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

」。

と
答
え
ま
し
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
秀
吉
は
そ
の
心
構
え
に
大
変
感
心
し
、
忠
元
の

顔
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
忠
元
に
そ
の
場
で

刀
を
与
え
ま
す
。
し
か
し
、
忠
元
は
平
伏
し
た
ま
ま
受
け
取
り
、

あ
た

へ
い
ふ
く

。

、

顔
を
上
げ
ま
せ
ん

秀
吉
は
何
と
か
忠
元
の
顔
を
見
た
い
と
思
い

さ
ら
に
羽
織
も
与
え
た
の
で
す
が
、
こ
れ
も
平
伏
し
た
ま
ま
受
け

取
り
、
や
は
り
顔
を
上
げ
ま
せ
ん
。

【
秀
吉
の
陣
②
】

現
在
の
伊
佐
市
の
南
に
位
置
す
る
天
堂

ヶ
尾
。
帰
途
に
あ
っ
た
秀
吉
だ
が
、
川
内

き

と

川
が
洪
水
に
よ
り
渡
れ
ず
、
川
の
南
に
位

置
す
る
天
堂
ヶ
尾
で
野
営
を
し
て
い
た
。

付
近
一
帯
は
高
台
に
な
っ
て
い
る
。

【
天
堂
ヶ
尾
よ
り
伊
佐
平
野
を
望
む
】

【

】

天
堂
ヶ
尾
関
白
陣
跡

【
原
文
】

「
主
人
義
久
さ
へ
思
立
ち
候
は

よ
し
ひ
さ

お
も
ひ
た

そ
う
ら

、

、

ば

幾
度
も
敵
対
つ
か
ま
つ
る
べ
し

い
く
ど

し
か
し
な
が
ら
、
か
く
の
如
く
御

ご
と

お
ん

和
睦
仕
り
た
る
上
は
、
義
久
も
表

わ
ぼ
く
つ
か
ま
つ

裏
つ
か
ま
り
ま
じ
」
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そ
の
時
、
ひ
れ
伏
す
忠
元
の
横
顔
の
立
派
な
口
ひ
げ
を
見
た
、

秀
吉
側
近
の

細
川
幽
斎
が
、
即

興
で
「
口
の
あ
た
り
に
鈴
虫
ぞ

※

ゆ
う
さ
い

そ
っ
き
ょ
う

な
く
」
と
、
和
歌
の
下
の
句
を
詠
み
ま
し
た
。
す
る
と
忠
元
は
、

し
も

よ

笑
い
な
が
ら
初
め
て
顔
を
上
げ
「

う
わ
ひ
げ
を
ち
ん
ち
ろ
り
ん
と

※

ひ
ね
り
あ
げ
」
と
上
の
句
を
つ
け
て
返
し
、
居
並
ぶ
諸

将
を
感
心

か
み

し
ょ
し
ょ
う

さ
せ
る
と
と
も
に
、
張
り
詰
め
た
空
気
を
和
ま
せ
、
秀
吉
を
た
い

つ

な
ご

そ
う
喜
ば
せ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
後
、
秀
吉
は
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
、
さ
ら
に
朝

鮮
に
ま

ち
ょ
う
せ
ん

で
兵
を
出
し
ま
す
。

文
禄
・
慶
長

の
役
で
す
。
島
津
氏
に
も

※
ぶ
ん
ろ
く

け
い
ち
ょ
う

出

征
の
命
令
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
忠
元
は
高
齢
の
た
め
、
日
本
に

し
ゆ
つ
せ
い

残
る
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
思
わ
ぬ
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
朝
鮮
出
兵
に
よ
り
領

内
の
年
長
者
が
減
っ
た
こ
と
で
、
若
者
た
ち
は
規
律
を
失
い
、
郷

土
の
風
紀
が
乱
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
悩
ん
だ
忠
元
は
、

ふ
う
き

【
細
川
幽
斎
】

豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
に
仕
え
て

重
用
さ
れ
た
、
武
芸
百
般
に
通
じ
る

武
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
藤
原
定
家

の
歌
道
を
受
け
継
ぎ
近
世
歌
学
を
大

成
さ
せ
た
、
当
代
一
流
の
文
化
人
で

も
あ
る
。

な
お
、
こ
の
と
き
歌
い
か
け
た
の

、

。

は

秀
吉
本
人
と
も
言
わ
れ
て
い
る

【
文
禄
・
慶
長
の
役
】

一
五
九
二
年
（
文
禄
元
年
）
〜
一
五
九

八
年
（
慶
長
三
年

。
日
本
の
豊
臣
秀
吉

）

が
主
導
す
る
遠
征
軍
と
、
明
及
び
李
氏
朝

り

鮮
の
軍
と
の
間
で
、
朝
鮮
半
島
を
戦
場
に

し
て
行
わ
れ
た
戦
争
。

【
和
歌
に
つ
い
て
】

続
け
る
と
「
う
わ
ひ
げ
を
ち
ん
ち

ろ
り
ん
と
ひ
ね
り
あ
げ
口
の
あ
た
り

に
鈴
虫
ぞ
な
く

」
と
な
る
。
こ
れ

。

は
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
一
つ
で
、

和
歌
の
上
の
句(

五
・
七
・
五)

と
下

の
句(

七
・
七)

を
、
交
互
に
作
り
楽

し
む
も
の
。

な
お
、
通
常
は
上
の
句
か
ら
詠
む

が
、
こ
こ
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
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一
五
九
六
年
（
文
禄
五
年

、
七
十
四
歳
に
し
て
、
領
内
の
青
少

）

年
教
育
の
基
本
規
則
と
し
て
「

二
才
咄
格
式
定
目
」
を
制
定
し
た

※
に
せ
ば
な
し
か
く
し
き
じ
ょ
う
も
く

の
で
す
。

一

第
一
は
虚
言
な
ど
申
さ
ざ
る
儀
士
道
の
本
意
に

候

条

専

．

、

ほ

い

そ
う
ろ
う
じ
ょ
う

も
っ
ぱ

ら
そ
の
旨
を
相
守
る
べ
き
事
。

む
ね

あ
い
ま
も

こ
れ
は
、
二
才
咄
格
式
定
目
の
一
節
で

「
嘘
偽
り
な
き
こ
と

、
う
そ
い
つ
わ

が
、
武
士
の
本
道
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
心
を
込
め
て
守
り

た
い
も
の
だ

」
と
い
う
意
味
で
す
。
幼
い
頃
か
ら
忠
良
に
忠
節

。

を
尽
く
し
、
正
義
を
愛
し
た
忠
元
ら
し
い
一
文
で
す
。

島
津
忠
良
と
新
納
忠
元
。
ふ
る
さ
と
の
青
少
年
の
教
育
に
心
を

く
だ
い
た
二
人
。
こ
の
二
人
の
精
神
は
、
そ
れ
か
ら
約
三
百
年
後。

に
活
躍
す
る
明
治
の
志
士
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た

そ
し
て
様
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
、
現
在
の
鹿
児
島
県
の
教
育
へ

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ

【
調
べ
て
み
よ
う
】

、「

」

他
に
も

出
水
兵
児
修
養

掟

い
ず
み
へ
こ
し
ゅ
う
よ
う
の
お
き
て

な
ど
が
鹿
児
島
に
は
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
誰
が
作
っ
た
も
の
で
、
ど
の
よ

、

。

う
な
内
容
な
の
か

調
べ
て
み
よ
う

【
考
え
て
み
よ
う
】

島
津
忠
良
や
新
納
忠
元
は

「
日
新
公

、

い
ろ
は
歌
」
や
「
二
才
咄
格
式
定
目
」
を

通
じ
て
、
若
者
に
何
を
学
ん
で
欲
し
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

【
忠
元
が
祀
ら
れ
て
い
る
忠
元
神
社
】

（
伊
佐
市
）

【
二
才
咄
格
式
定
目
】

（
全
九
箇
条
・
抜
粋
）

一
．
第
一
武
道
を
嗜
む
べ
き
事
。

た
し
な

（

、

。）

ま
ず

武
道
を
た
し
な
む
こ
と

一
．
兼
ね
て
士
の
格
式
油
断
な
く

か

か
く
し
き

。

穿
儀
致
す
べ
き
事

せ
ん
ぎ

（
武
士
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
常
に

考
え
て
い
な
さ
い
）。

※

二
才
…
十
五
歳
〜
二
五
歳
の
青

年
。

※

咄
…
若
者
達
が
話
し
合
う
集
い

を
咄

相

中
と
い
う
。
そ
の
頭

は
な
し
あ
い
じ
ゅ
う

文
字
。

※

格
式
…
生
活
上
の
し
き
た
り
や

礼
儀
作
法
の
こ
と
。

※

定
目
…
定
め
ら
れ
た
規
則
。
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