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弘
前
藩
洋
学
の
祖 

佐
々
木

さ

さ

き

元

俊

げ
ん
し
ゅ
ん 

   

弘
前
藩
の
最
後
の
殿
様
十
二
代
藩
主
と
な
っ
た
津
軽
承
昭

つ
ぐ
あ
き
ら

の
伝
記
に
、『
津
軽
承
昭
公
伝
』
が
あ
る
。
そ
の
文
久
元
年
の
項
に
、 

  

九
月
晦
日

み

そ

か

、
医
師
佐
々
木
元
俊
ヲ
蘭
学
士
ト
ス
、
蓋

け
だ
し

、
領
内
ニ
洋
学
土
ア
ル
ハ
之こ

れ

ヲ
始
ト
ス
。 

 

と
い
う
一
文

 

が
あ
る
。 

 

一
八
六
一
年
（
文
久
元
）
九
月
三
十
日
、
医
師

 
 

の
佐
々
木
元
俊
を
、
蘭
学
つ
ま
り
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
学
問
を
教
え
る
教
授
に
す
る
。
こ
れ
が
弘
前
藩
で
は
、
西

洋
の
学
問
を
教
え
る
教
授
の
は
じ
め
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
今

 
 

か
ら
お
よ
そ
百
四
十
年
前
の
こ
と
で
、
こ
の
後
十
年
足
ら
ず
し
て
、
日
本
は
明
治
維
新
を
迎

え
る

 

。 

 

そ
れ
ま
で
弘
前
藩
が
、
蘭

 

学
と
全
く
関
係
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
佐
々
木
元
俊
が
蘭
学
士
に
な
る
百
数
十
年
前
の
元
禄
時
代
に
、
佐
々
木
宗
寿

そ
う
じ
ゅ

と

い
う
医
師
が
、
新
た
に
弘
前
藩
の
藩
医
と
な
っ
た
。
宗
寿
は
、
長
崎
に
遊
学
し
て
栗
崎
宗
佐
の
門

 

弟
と
な
り
、
十
七
年
間
修
業
を
つ
づ
け
て
、
師
か
ら
そ
の
奥お

う

義ぎ

の

す
べ
て
を
伝
え
ら
れ
、
江
戸
に
帰
っ
て
浅
草
で
開
業
し
た
。
一
六
九
四
年
（
元
禄
七
）、
四
代
藩
主
信
政

の
ぶ
ま
さ

の
時
に
、
江
戸
で
弘
前
藩
に
召
し
か
か
え
ら
れ
、
一
六
九
七
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年
（
元
禄
十
）
国
表
に
勤
務
が
え
と
な
っ
て
、
そ
れ
以
後
、
弘
前
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
宗
寿
が
、
西
洋
流
の
医
学
を
学

 

ん
だ
外
科
医
で
、
そ
の
子
孫
も

 

代
々
、

弘
前
藩
の
外
科
医
と
し
て
勤
め
た
。
宗
寿
は
、
弘
前
藩
蘭
学
の
先
駆
者
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
宗
寿
が
、
佐
々
木
元
俊
一
族
の
祖

 

先
で
あ

 

る
と
い
う

 

説
も
あ
る
。 

 

宗
寿
が
在

 

世
の
こ
ろ
か
ら
数
十
年
過
ぎ
て
、
日
本
の
「
蘭
学
の
事
始
め
」
と
い
わ
れ
る
『
解
体
新
書
』
の
翻
訳
と
、
そ
の
刊
行
が
あ
る
。
一
七
七
四
年
（
安
永
三
）

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本

 

の
翻
訳
に
携
わ
っ
た
一
人
に
、「
弘
前
の
医
官
桐
山

き
り
や
ま

正
哲

し
ょ
う
て
つ

（「
人
物
志
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
」
に
掲
載
）」
が
い
て
、
日
本
の
医
学
史
、
蘭
学

史
に
不

 

朽
の
名
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
正
哲
は
、
桐

 

山
家
の
四
代
目
で
、
弘
前
藩
の
江
戸
藩
邸
に
詰
め
る
医
師
で
あ
っ
た
。
一
七
八
八
年
（
天
明
八
）
近
習
医
と
な
り
、
一
七
九
七
年
（
寛
政
九
）

江
戸
の
上

 

屋
敷
に
弘
道
館
が
設
立
さ
れ
た
時
、
最
初
に
医
学
を
講
義
し
た
人
で
あ

 

る
。
正
哲
は
、
蘭
方
医
・
蘭
学
者
と
し
て
、
江
戸
で
も
名
の
聞
こ
え
た
人
で
、
弘

前
藩
で
、
全
国
的

 

に
名
の
知
ら
れ
た
は
じ
め
て
の
蘭
方
医
で

 
あ
っ
た
。 

 

桐
山
正
哲
は
、
一
八
一
五
年
（
文
化
十
二
）
に
亡

 

く
な
る
が
（
生
年
に
つ
い
て
は
不
明
）、
そ
の
三
年
後
に
、
弘
前
藩
の
蘭
学
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
佐
々
木
元
俊
が

生
ま
れ
る

 

。 

 

元
俊
を
含
む
佐
々
木
一
族
に
は
、
優

 

れ
た
人
物
が
多
く
、『
中
学
生
の
た
め
の
弘
前
人
物
志
』
に
掲
載
さ
れ
た
人
も
い

 

る
の
で
、
次
に
元
俊
を
中
心
に
し
た
佐
々
木

家
の
略
系
図

 

を
示
す
こ
と
に
す
る
。 
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佐
々
木
家
は

 

、
代
々
弘
前
藩
の
医
師
で
あ
っ
た
。
正
的
の
長
男
元
龍
は
、
江
戸
に
も
学
び
父
の
跡

 

を
継
い
で
藩
医
と
な
っ
た
。
元
龍
の
子
元
仲
、
そ
の
子
元
亨
、
元

亨
の
子
文ぶ

ん

蔚い

と
医
者
が
続
い
た
。
特
に
文
蔚
は
、
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
た
こ
の
地
方
最

 

初
の
医
学
士
で
あ
っ
た
。
後
に
海
軍
軍
医
学
校
の
教
官
に
迎
え
ら
れ

た
が
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
十
五
）
乗
艦
の
事
故
で
殉

職

じ
ゅ
ん
し
ょ
く

す
る
。
年
四
十
一
歳
の
前
途
の
あ
る
身

 

で
あ
っ
た
。 

 

元
龍
の
弟
秀
庵

し
ゅ
う
あ
ん

は
、
町
医
者
と
し
て
亀
甲
町
で
開
業
し
た
。
元
俊
は
、
秀
庵
の
長
男
と
し
て
、
一

 

八
一
八
年
（
文
政
元
）
十
一
月
八
日
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
。
元
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俊
の
あ
と
、
四
人
の
弟

 

た
ち
が
生
ま
れ
る
。
父
秀
庵
の
医
業
は
あ
ま
り
振
る
わ
ず
、
母
が
機
織

は
た
お
り

な
ど
し
て
家
計
を
助
け
、
五
人
の
男
の
子
を
苦
労
し
て
養
育
し
た
。

豊
か
と
は
い
え
な
い
家
庭
の
中
で
、
た
く
ま
し
く
育
っ
た
子
供
た
ち
は
、
や
が
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
道

 

を
進
み
な
が
ら
、
兄
弟
の
き
ず
な
を
つ
よ
く
保
っ
て
、
変

革
す
る
社
会
の
中
を
、
生
き
抜
く
こ
と
に
な
る
。
元
俊
が
、
後
に
貧
し
い
人
か
ら
は
料
金
も
と
ら
ず
に
種
痘

し
ゅ
と
う

し
て
、「
医
は
仁
術
」
を
実
践
し
た
の
も
、
そ
の
心
は
、

こ
の

 

幼
少
時
代
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

元
俊
は
、
長
子

 

と
し
て
父
の
仕
事
を
早
く
か
ら
助
け
て
そ
の
医
術
を
学
び
、
さ
ら
に
持
ち
前
の
探
求
心
で
工
夫
・
研
究
を
重
ね
て
、
そ
の
道
を
深
め
て
行
っ
た
。

や
が
て
医
院
が
土

 

手
町
に
移
っ
て
か
ら
は
、
治
療
を
受
け
る
人
も
多
く
な
り
、
そ
の
収
入
が
、
藩
の
医
者
を
し
の
ぐ
ほ
ど
に
も
な
っ
た
と
い
う
。 

 

し
か
し
、
元
俊
は
、
現
在
自
分
が
し
て
い
る
医
業
に
満
足
し
、
今
の
生
活
に
甘あ

ま

ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

 

元
俊
は
、
而じ

立り
つ

の
歳
（
三
十
）
を
一
つ
越
し
た
。
そ
の
時
、
す
ぐ
の
弟
覚
玄
は
二
十
七
歳
で
僧
籍
に
あ
っ
た
。
比
叡
山
延
暦
寺
に
学
ん
で
、
後
に
大
僧

だ
い
そ
う

都ず

の
僧
階

そ
う
か
い

を

授
け
ら
れ
、
帰
国
し
て
、
藩
主
の
菩ぼ

提
所

だ
い
じ
ょ

で
あ
る
報
恩
寺
（
新
寺
町
）
の
住
職
と
な
っ
た
。
そ
の
弟
健
三
郎
は
、
二
十
三
歳
に
な
っ
て
、
工
藤
家
を
継
い
だ
。
弘
前

藩
の
藩
士

 

で
あ
っ
た
。
三
番
目
の
弟
新
蔵
は
、
十
八
歳
。
後
に
、
製
紙
、
製
糸
、
製
陶
な
ど
の
事
業
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
近
代
的
に
経
営
し
て
幕
末
か
ら
明
治
初
期

の
事
業
家
と
な
っ
た
。
末
の
弟
元
悌

げ
ん
て
い

（
精
三
）
は
十
三
歳
で
、
当
時
と
し
て
は
も
は
や
子
供
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
元
悌
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
。 

 

元
俊
は
、
弟

 

た
ち
の
成
人
を
見
と
ど
け
て
、
三
十
一
歳
は
、
蘭
学
と
い
う
新
た
な
学
問
を
志
す
に
は
、
遅
き
に
過
ぎ
た
年
齢
と
思
い
な
が
ら
も
、
心
中
深
く
期
す
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る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
江

 

戸
を
目
指
し
、
弘
前
を
離
れ
た
。
時
に
一
八
四
八
年
、
嘉
永
元
年
で
あ
っ
た
。 

  

江
戸
に
上
っ
た
元
俊
は
、
杉
田
成せ

い

卿け
い

の
門
に
入
っ
て
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
成
卿
は
、
日
本
の
蘭
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
杉
田
玄
白

げ
ん
ぱ
く

の
孫
に
あ
た
る
蘭
方
医
で
、
蘭
学

の
大
家
で
あ
っ
た

 

。 

 

元
俊
の
成
卿
塾
へ
の
入
門
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
弘
前
藩
の
江
戸
屋
敷
に
勤
め
て
い
た
兼か

ね

松ま
つ

石
居

せ
っ
き
ょ

（「
弘
前
人
物
志
」
三
六
六
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
の
尽
力
が
あ
っ
た
。

石
居
は
、
元
俊
よ
り
八
歳
年
上
で
、
幕
府
の
学
問
所
昌
平

し
ょ
う
へ
い

黌こ
う

に
学
び
、
昌
平
黌こ

う

の
舎
長
に
選
ば
れ
た
ほ
ど
の
、
学
識
、
人
物
の
優
れ
た
人
で
、
江
戸
で
も
名
の
し
ら

れ
た
儒
者
で
あ
っ
た
。
石
居
は
、
は

 

や
く
か
ら
蘭
学
者
の
杉
田
成
卿
と
も
交
遊
が
あ
り
、
西
洋
の
事
情
に
つ
い
て
も
学
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
日
本
国
の
内
外
の
情
勢
か

ら
洋
学
の
必
要
を

 

痛
感
し
て
い
た
。
そ
の
折
、
向
学
心
に
燃
え
て
、
は
る
ば
る
江
戸
に
来
た
元
俊
を
知
り
、
そ
の
人
物
を
認
め
て
成
卿
の
門
に
送
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
石
居
自
身
も
そ
の

 

二
年
後
の
一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
）、
藩
か
ら
蘭
学
の
兼
修
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
石
居
は
、
大
儒
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
蘭
学
を
含
む
洋 

学
の
育
成
に
力
を
発
揮
し

 

た
、
す
ぐ
れ
た
教
育
者
で
あ
っ
た
。 

 

江
戸
で
修
学
中
の
元
俊
は

 

、
ま
ず
学
費
に
苦
労
し
た
。
そ
れ
を
助
け
る
た
め
に
、
工
藤
家
に
養
子
に
入
っ
た
弟
の
健
三
郎
が
、
自
分
の
少
な
い
給
料
か
ら
月
々
二

人
扶
持

ぶ

ち

（
一
人
扶
持
は
一
日
玄
米
五
合
）
ず
つ
を
差
し
引
い
て
、
そ
れ
を
兄
元
俊
に
渡
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
願
い
出
て
、
そ
れ
が
許
さ
れ
た
。
元
俊
が
上
京
し
た
翌
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年
の
こ
と
で
あ
る

 

。
藩
は
、
町
医
者
元
俊
の
蘭
学
修
学
に
、
藩
の
お
金
を
使
う
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
元
俊
も
、
蘭
書
を
書
写
し
て
藩
に
納
め
、
そ
の
写
料
を

学
費
に
あ
て

 

た
。 

 

元
俊
が
江
戸
に
上
っ
て
七
年
目
（
一
八
五
四
年
）
、
藩
は
、
元
俊
が
上
京
以
来
よ
く
刻
苦

こ

っ

く

勉
励
し
て
蘭
学
に
精
通
し
た
こ
と
を
称
揚

し
ょ
う
よ
う

し
、
修
学
中
は
三
人
扶
持
と

し
、
年
頭
な
ど
に
は
藩
主
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
を
許
し
た
。
そ
の
頃
、
元
俊
は
洋
式
の
新
し
い
医
学
を
身
に
つ
け
、
杉
田
塾
を
出
て
、
麻あ

ざ

布ぶ

町ま
ち

に
一
戸
を
構
え
、

医
院
を
開
い
て

 

い
た
。 

 

一
八
五
六
年
（
安
政
三
）、
元
俊
は

 

、
藩
か
ら
帰
国
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
自
費
で
留
学
す
る
こ
と
に
し
て
江
戸
に
と
ど
ま
り
、
蘭
学
に
没
頭
し
た
。
藩
も
、

元
俊
の
精
励
ぶ
り
を
認
め
て
、
翌
年
に
は

 

前
の
通
り
修
学
中
は
三
人
扶
持
と
し
た
。 

 

医
師
で
あ
る
元
俊
は
、
は
じ
め
医
学
中
心
の
蘭
学
研
修
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
力
が
増
す
に
つ
れ
て
、
研
究
対
象
を
医
学
に
限
ら
ず
、
舎せ

い

密み

学
（
化
学
）、
製
練
学
、

地
学
な
ど
の
分
野
に
広
げ
て

 

い
っ
た
。 

 

一
八
五
七
年
（
安
政
四
）、
元
俊
は
、『
藩ば

ん

語ご

象
胥

し
ょ
う
し
ょ

』
を
江
戸
で
刊
行
し
た
。
蘭
蘭
辞
書
を
訳
述
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
専
門
家
（
役
人
・
商
人
・
製
造
業
・

芸
術
家
な
ど
）
に

 

必
要
な
外
来
語
小
辞
典
と
い
え
る
も
の
で
、
初
学
者
に
は
使
い
こ
な
せ
な
い
上
級
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
元
俊
四
十
歳
の
時
の
こ
と
で
、
江
戸

に
来
て
ま
だ
十
年
に

 

満
た
な
い
時
の
す
ば
ら
し
い
業
績
で
、
元
俊
の
語
学
の
才
能
と
一
途
な
努
力
の
さ
ま
が
推
察
で
き
る
。
こ
の
書
が
、
元
俊
の
蘭
学
者
と
し
て
の

 

地
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位
を
確
か
な
も
の
と

 

し
、
幕
府
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

近
年
、
元
俊
の

 

自
筆
稿
本
『
地
学
全
書
』
の
一
部
が
、
東
奥
義
塾
図
書
館
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。『
地
学
全
書
』
は
、
前
、
中
、
後
編
か
ら
な
る
全
体
と
し
て

は
十
数
巻
の
大
部
の

 

も
の
ら
し
い
が
、
発
見
さ
れ
た
の
は
そ
の
う
ち
の
二
巻
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
本
の
原
本
、
原
著
者
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
代
的
地
学
の
体
系

を
背
景
に

 

、
学
問
的
水
準
の
き
わ
め
て
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
元
俊
の
江
戸
滞
在
中
に
訳
述
は
お
え
た
が
、
出
版
に
い
た
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
持
ち
帰
り
、
稽
古

館
蘭
学
堂
の

 

教
本
に
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
ほ
か
、
『
練
鉄

れ
ん
て
つ

訓
象

く
ん
し
ょ
う

』
（
三
〇
冊
）、
『
厚
生

こ
う
せ
い

舎
密

し

ゃ

み

』（
一
〇
冊
）、『
練
鉄
全
編
』
な
ど
の
訳
書
が
、
元
俊
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
八
五
九
年
（
安
政
六
）、
弘
前
藩
最
後
の
藩
主
（
十
二
代
）
と

 

な
っ
た
津
軽
承
昭
は
、
藩
主
に
な
る
と
直
ち
に
、
藩
学
問
所
稽
古
館
内
に
蘭
学
堂
を
新
し
く
設
け

て
、
国
元
で
蘭
学
を
興
す
道
を
ひ
ら
い
た
。
し

 

か
し
、
蘭
学
の
教
授
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
元
俊
が
弘
前
に
帰
る
ま
で
、
蘭
学
堂
で
の
講
義
は
始
ま
ら
な
か
っ
た

 

。 

 

そ
の
年
、
藩
は
、
元
俊
を
七
人
扶
持
に
格
上
げ
し
た
上
、
三
人
扶
持
の
手
当
を
与
え
、
さ
ら
に
小
普

こ

ぶ

請し
ん

医い

に
新
規
に
召
し
か
か
え
る
と
い
う
厚
い
も
て
な
し
を
し
た

 

。 

 

一
方
、
幕
府
は
、
洋
書
の
翻
訳
や
教
授
を
す
る
蕃
書

ば
ん
し
ょ

調
所

し
ら
べ
し
ょ

に
物
産
局
を
増
置
し
て
、
そ
こ
に
元
俊
を
出
勤
さ
せ
る
よ
う
弘
前
藩
に
再
三
に
わ
た
っ
て
、
つ
よ
く
要

請
し
て
き
た

 

。
元
俊
の
す
ぐ
れ
た
語
学
力
に
加
え
て
、
自
然
科
学
等
の
広
い
学
識
に
、
幕
府
は
目
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

藩
は
、
幕
府
の
要
請
を
断
っ
て

 

、
元
俊
を
国
元
へ
帰
す
こ
と
に
し
た
。
元
俊
が
上
京
し
て
十
四
年
、
蘭
学
の
究
む
べ
き
こ
と
は
大
概
き
わ
め
た
。
そ
れ
に
、
師
の
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杉
田
成
卿
は
二
年
前
に
亡
く

 

な
り
、
元
俊
の
最
も
よ
き
理
解
者
で
あ
る
兼
松
石
居
も
す
で
に
弘
前
に
去
っ
た
。
元
俊
も
弘
前
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。
江
戸
で
迎
え
た

妻
ま
さ
子
を
伴
っ
て
、
一
八
六
一
年
（
文
久
元
）
の

 

秋
風
が
立
ち
は
じ
め
る
頃
、
元
俊
は
江
戸
を
立
っ
た
。 

  

日
数
を
重
ね
て

 

、
九
月
二
十
七
日
、
元
俊
は
弘
前
に
着
い
た
。
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
藩
は
、
三
日
後
の
三
十
日
に
、
冒
頭
に
掲
げ
た
よ
う
に
「
蘭
学
士
」
の
辞
令

を
だ
し
た

 

の
で
あ
る
。 

 

帰
国
し
た
元
俊
は

 

、
休
む
間
も
な
く
稽
古
館
に
出
て
、
蘭
学
の
教
授
に
当
た
っ
た
。
稽
古
館
の
蘭
学
堂
は
、
二
年
前
に
設
け
ら
れ
て
準
備
は
で
き
て
い
た
。
元
俊

の
教
え
た
も
の
は
、
和
蘭

オ
ラ
ン
ダ

語
や
医
学
は
も
ち
ろ
ん
化
学
、
地
学
、
砲
術
な
ど
自
分
が
修
め
た
蘭
学
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。 

 

元
俊
は
蘭
学
堂
で
の

 

教
授
の
か
た
わ
ら
、
私
邸
で
も
町
民
の
子
弟
な
ど
を
教
育
し
て
い
た
。
そ
の
子
弟
の
中
に
は
、
元
俊
か
ら
学
ん
で
西
洋
の
筆
算
を
、
早
速
自

分
の
寺
子
屋
で
教
え
る
人
も

 

現
わ
れ
た
。
明
治
維
新
に
な
る
二
、
三
年
前
の
話
で
あ
る
。 

 

蘭
学
堂
で
の
講
義
が
軌き

道ど
う

に
乗
っ
て
、
教
師
陣
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
元
俊
が
帰
国
し
た
翌
年
に
は
、
工
藤
岩
司
が
弘
前
に
帰
り
、
蘭
学
堂
の
教
授
（「
二
教
」）

と
な
っ
て
、
元
俊
に

 

協
力
し
た
。
工
藤
は
、
か
つ
て
蘭
学
の
た
め
江
戸
に
上
っ
た
時
、
先
に
上
京
し
て
い
た
同
じ
道
の
先
輩
、
元
俊
の
世
話
に
な
っ
た
一
人
で
あ
る
。

し
か
し
、
工
藤
の
弘
前
滞
在
は
長
く

 

な
か
っ
た
。
工
藤
は
、
は
じ
め
蘭
学
を
修
め
た
が
、
後
、
英
学
（
英
語
に
よ
る
学
問
）
に
転
じ
て
い
た
の
で
、
そ
の
英
学
を
生
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か
す
道
を
選
ん
で
横
浜
に
行
き
、
通
訳
な
ど
を

 

し
た
と
い
う
。 

 

元
俊
の
末
の
弟
、
元
悌
（
精
三
）
も
兄
を
助
け
た

 

。
元
悌
は
、
一
八
五
五
年
（
安
政
二
）
前
後
に
、
兄
元
俊
を
頼
っ
て
上
京
し
た
。
元
俊
は
、
自
分
の
師
杉
田
成

卿
の
義
弟
で
、
杉
田
玄
白
の
家
を
継
い
だ
杉
田
玄
端

げ
ん
た
ん

に
、
弟
元
悌
を
託
し
て
蘭
学
を
学
ば
せ
た
。
帰
国
し
て
い
た
元
悌
も
蘭
学
堂
の
教
師
（「
典て

ん

句く

」）
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
元
悌
は
再
び

 
江
戸
に
学
び
、
帰
っ
て
弘
前
で
医
者
に
な
っ
た
。
元
俊
に
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
元
悌
が
そ
の
跡
目
を
つ
い
だ
。
し
か
し
、
元
悌
に
も
子
が

な
か
っ
た
の
で
、
元
悌
の
す
ぐ
上
の

 

兄
新
蔵
の
子
金
太
郎
を
養
子
に
し
た
。
元
俊
の
死
後
、
元
悌
は
、
弘
前
を
離
れ
（
一
八
七
九
年
）、
田
名
部
（
現
む
つ
市
）
に
移

住
し
た

 

。 

 

元
俊
が
直
接
育
成
し
た
弟
子
で
、
後
、
蘭
学
堂
で
教
え
た
人
に
、
小
山
内
元げ

ん

洋よ
う

（
健け

ん

）
が
い
る
。
元
洋
は
、
元
俊
に
そ
の
学
才
を
認
め
ら
れ
、
元
俊
の
自
宅
に
寄

宿
し
て
指
導
を

 

受
け
た
。
元
洋
数
え
年
十
七
歳
の
時
、
元
俊
は
学
費
を
出
し
て
元
洋
を
上
京
さ
せ
、
杉
田
玄
端
の
門
に
学
ば
せ
た
。
蘭
学
を
修
め
て
弘
前
に
帰
っ
た

元
洋
は

 

、
一
八
六
八
年
（
明
治
元
）
数
え
年
二
十
一
歳
で
蘭
学
教
授
手
伝
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
元
洋
は
再
び
玄
端
に
師
事
し
て
外
科
と
眼
科
を
修
め
、
後
に
、
大

学
東
校
（
後
の
東
京
大
学
医
学
部
）
の

 

教
授
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
軍
医
と
な
っ
て
東
京
陸
軍
病
院
長
、
広
島
陸
軍
病
院
長
を
歴
任
し
て
、
広
島
で
三
十
六
歳
の
短
い

生
涯
を
終
え
た
。
元
洋
の
長
男
、
小
山
内
薫

か
お
る

は
、
日
本
の
新
劇
運
動
の
指
導
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。 

 

少
年
小
説
で
有
名
な
佐
藤
紅
緑

こ
う
ろ
く

（
本
誌
二
〇
二
頁
参
照
）
の
父
、
佐
藤
弥や

六ろ
く

も
若
い
時
、
元
俊
に
直
接
蘭
学
を
学
ん
だ
。
後
、
藩
か
ら
選
ば
れ
て
江
戸
に
上
り
、
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海
軍
術
を
修
業
す
る

 

一
方
、
福
沢
諭
吉
の
塾
に
入
っ
て
、
蘭
学
か
ら
転
じ
て
英
学
を
修
め
た
。
日
本
の
洋
学
は
、
蘭
学
か
ら
英
学
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
弘
前

に
帰
っ
た
弥
六
は

 

、
商
人
と
な
っ
て
、
こ
の
地
方
の
産
業
、
文
化
の
あ
り
方
を
啓
蒙
し
、
実
践
し
て
、
す
ぐ
れ
た
指
導
者
の
役
割
を
果
た
し
た
。
諭
吉
に
学
ん
だ
実

学
の
精
神
を
、
弥
六
は
地
方
で
生
か
し
た
と

 

い
え
よ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
幕
末
の

 
弘
前
藩
で
、
蘭
学
を
は
じ
め
と
し
た
洋
学
を
志
し
た
者
で
、
直
接
間
接
に
、
元
俊
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
者
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

元
俊
が
、
弘
前
藩
洋
学
の

 

祖
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

  

元
俊
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
功
績
は
、
津
軽
地
方
に
種
痘

し
ゅ
と
う

を
普
及
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

津
軽
地
方
（
青
森
県
下
）
で

 

最
初
の
種
痘
は
、
秋
田
の
医
師
板
垣
利
斎
に
よ
る
木
造
町
で
の
三
十
人
で
あ
る
と
い
う
。
時
に
一
八
五
二
年
（
嘉
永
五
）、
ジ
ェ
ン
ナ

ー
が
天
然
痘

て
ん
ね
ん
と
う

（
津
軽
で
は
疱
瘡

ほ
う
そ
う

と
呼
ば
れ
た
）
の
予
防
に
種
痘
法
を
発
見
し
た
一
七
九
六
年
（
寛
政
八
）
か
ら
五
十
年
余
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

板
垣
医
師
の

 

種
痘
か
ら
半
年
遅
れ
て
、
同
じ
年
の
暮
れ
、
弘
前
藩
の
藩
医
唐
牛

か
ろ
う
じ

昌
運

し
ょ
う
う
ん

が
、
自
分
の
子
女
ら
十
名
に
種
痘
を
試
み
て
成
功
し
た
。
昌
運
は
、
元
俊
よ

り
十
年
ほ
ど
前
に
江
戸
に
上
り
、
同
じ
師
杉
田
成
卿
の
塾
で
、
牛
痘

ぎ
ゅ
う
と
う

種
痘
法
な
ど
西
洋
医
学
を
修
得
し
て
帰
国
し
た
同
門
の
先
輩
で
あ
る
。
昌
運
の
弟
、
唐
牛
昌
考

し
ょ
う
こ
う

も
ま
た
上
京
し
て
、
幕
府
の

 

医
師
戸
塚
静
海
に
蘭
医
学
、
牛
痘
種
痘
法
を
学
ん
で
帰
国
し
、
兄
昌
運
と
共
に
種
痘
の
普
及
に
力
を
注
い
だ
。 
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し
か
し
、
当
時
は
、
疱
瘡
が
流
行
す
る
と
、
藩
が
寺
院
な
ど
に
安
全
祈き

禱と
う

さ
せ
、
士
民
に
参
詣

さ
ん
け
い

を
命
じ
、
守
り
札ふ

だ

を
毎
戸
に
く
ば
る
時
代
で
あ
る
。
種
痘
に
よ
る

予
防
な
ど
と
い
う
西
洋
医
学
の
知
識
は

 

、
一
般
士
民
に
は
な
く
、
加
え
て
「
種
痘
す
れ
ば
牛
に
な
る
」
な
ど
の
迷
信
が
根
づ
よ
く
、
人
々
の
理
解
協
力
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
。
ま

 

た
、
種
痘
法
の
未
熟
さ
も
あ
っ
て
、
藩
の
積
極
的
援
助
も
な
い
た
め
、
唐
牛
兄
弟
の
熱
心
な
尽
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種
痘
を
広
く
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る

こ
と
は

 

で
き
な
か
っ
た
。 

 

元
俊
は
、
蘭
学
堂
と
私
塾
で
、
蘭
学

 
 

 

の
教
授
に
努
め
る
と
と
も
に
、
藩
に
対
し
て
、
種
痘
の
必
要
性
と
そ
の
施
設
の
建
設
を
つ
よ
く
進
言
し
た
。
藩
も
、
よ
う
や

く
種
痘
に
積
極
的
と
な
り

 

、
元
俊
の
帰
国
し
た
翌
年
の
一
八
六
二
年
（
文
久
二
）
三
月
に
は
、
藩
の
医
学
館
の
中
に
種
痘
館
を
創
設
し
た
。
元
俊
は
そ
の
主
任
と
な

り
、
定
め
ら
れ
た
日
に
五
人
の

 

医
生
と
種
痘
に
当
た
っ
た
。 

 

元
俊
は
、
自
宅
に
お
い
て
も
日
を
決
め
て
、
貧
し
い
人
に
は
代
金
も
と
ら
ず
に
種
痘
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
親
身
に
な
っ
て
諄

々

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

と
種
痘
の
理
を
説
き
、
そ
の

効
を
話
し
て
啓
発
し
て

 

い
っ
た
。
や
が
て
、
世
の
人
た
ち
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
元
俊
の
自
宅
に
来
て
、
種
痘
を
頼
む
者
が
だ
ん
だ
ん
多
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の

た
め
、
台
所
や

 

茶
の
間
ま
で
希
望
者
が
あ
ふ
れ
、
妻
の
ま
さ
子
も
、
針
を
と
っ
て
夫
の
元
俊
を
助
け
る
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
元
俊
が
明
治
初
年
ま
で
に
、

自
ら
種
痘
し
た

 

人
は
、
二
万
人
を
こ
え
た
と
い
う
。 

 

元
俊
の
献
身
的
な
努
力
に

 

よ
っ
て
、
種
痘
は
、
弘
前
藩
全
領
内
に
及
ん
だ
。
元
俊
は
、
外
の
医
師
に
も
種
痘
の
方
法
を
伝
え
て
、
疱
瘡
の
流
行
に
対
処
し
た
。
こ
う
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し
て
、
天
然
痘
（
疱
瘡
）
と

 

い
う
、
そ
の
頃
最
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
流
行
病
か
ら
、
多
く
の
人
を
救
っ
た
。
元
俊
が
、
種
痘
普
及
の
恩
人
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る

 

。 

  

こ
の
ほ
か

 

、
元
俊
が
蘭
学
で
学
ん
だ
科
学
、
特
に
地
学
や
化
学
を
実
地
に
い
か
し
た
こ
と
も
、
こ
の
時
代
と
し
て
特
記
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
弘
前
の
南
の
郊
外

久
渡
寺
に
マ
ン
ガ
ン
を
発
見
し
た
こ
と
、
今
の
岩
木
町
三
本
柳
で
、
カ
ル
キ
（
さ
ら
し
粉
）
の
製
造
業
を
興
し
、
黒
石
で
、
消
石
灰
を
と
る
た
め
に
貝
灰
焼

か
い
ば
い
や
き

（
貝
殻

を
焼
く
こ
と
）
の

 

方
法
を
実
験
し
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。 

 

王
政
復
古
で

 

揺
れ
た
奥
羽
の
戦
争
（
一
八
六
八
年
）
に
は
、
元
俊
も
軍
医
と
し
て
従
軍
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
火
薬
に
精
通
し
、
砲
術
に
く
わ
し
い
元
俊

は
、
国
元
で
火
薬
な

 

ど
の
製
造
の
指
導
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藩
主
の
下
屋
敷
で
あ
る
九
十
九
森
（
現
在
の
弘
前
女
子
厚
生
学
院
校
地
）
に
製
練
所
が
つ
く
ら

れ
、
そ
こ
で
火
薬
や
硫
酸
が
製
造
さ
れ
た
。
翌
年
、
こ
の
屋
敷
は
藩
か
ら
払は

ら

い
下
げ
ら
れ
て
、
元
俊
の
所
有
地
と
な
っ
た
。 

 

明
治
の

 

世
に
な
っ
て
三
年
目
（
一
八
七
〇
年
）、
元
俊
は
、
本
町
に
あ
る
自
宅
（
現
在
の
弘
前
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
の
敷
地
）
に
、
薬
や
そ
の
材
料
を
売

る
店
を
開
い

 

た
。
四
年
後
の
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）、
元
俊
は
、
大
工
今
常
吉
に
依
頼
し
て
、
西
洋
風
の
二
階
建
の
家
屋
を
建
築
す
る
。
そ
れ
が
、
弘
前
で
は
最
初

の
「
西
洋
造
り
」
で

 

あ
る
と
い
う
。
後
に
そ
の
建
物
は
、
他
人
の
所
有
と
な
っ
て
南
隣
り
に
移
さ
れ
、
補
修
・
改
築
さ
れ
た
が
、
今
は
も
う
な
い
。
消
防
本
部
の
南

隣
り
、
中
村
ソ
フ
ト
プ

 

ラ
ン
ト
Ｋ
Ｋ
の
建
物
が
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
消
防
本
部
の
新
築
に
よ
り
撤
去
さ
れ
、
今
は
そ
の
面
影
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。 
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洋
風
の

 

自
宅
が
新
築
し
て
間
も
な
い
、
そ
の
年
の
瀬
の
十
二
月
十
六
日
、
元
俊
は
、
五
十
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
遺
骨
は
遺
言
に
よ
り
、
景
勝
の
地
、
そ
し
て

最
後
の
奉
公
と

 

な
っ
た
製
練
所
の
あ
っ
た
九
十
九
森
に
葬
ら
れ
た
。 

 

二
十
年
後
の
一
八
九
四
年
（
明
治
二
十
七
）、
そ
の
地
に
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
表
に
は
、
明
治
の
元
勲
勝
海
舟
の
筆
に
な
る
「
香
遠

こ
う
え
ん

先
生
佐
々
木
元
俊
墓
」
が
刻

ま
れ
た
。
香
遠
は
元
俊
の
雅
号
で
あ
る
。
裏
に
は
、
元
俊
の
従
兄
弟

い

と

こ

の
子
で
明
治
の
言
論
界
の
雄
、
陸
羯
南

く
が
か
つ
な
ん

の
文
に
よ
る
墓
誌
が
記
さ
れ
た
。
こ
の
墓
は
、
一
九
〇

八
年
（
明
治
四
十
一
）
陸
軍
偕
行
社
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
佐
々
木
家
代
々
の
菩ぼ

提だ
い

寺じ

で
あ
る
宝
泉
院

ほ
う
せ
ん
い
ん

（
西
茂
森
町
）
に
移
さ
れ
、
今
は
一
族
の
墓
と
並

ん
で

 

建
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
墓
か
ら
大
き
な
声
で
呼
べ
ば
応こ

た

え
る
ほ
ど
の
場
所
（
長
勝
寺
）
に
、
元
俊
と
同
時
代
の
、
元
俊
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
た
兼
松
石
居
の
墓
碑
が
あ
る
。 
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