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50
歳
で
老
舗
の
当
主
の
座
を
退
い
た
伊

能
忠
敬
の
悲
願
は
、
地
球
の
大
き
さ
を
知

る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
遠
く
離

れ
た
地
点
で
北
極
星
を
観
測
し
、
そ
の
仰

角
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
ま
ず
は
天
文
学
を
学
ぶ
た
め
江
戸

に
上
り
、
幕
府
天
文
方
の
高
橋
至よ
し
と
き時

に
弟

子
入
り
し
ま
し
た
。
当
初
、
至
時
は
隠
居
の

道
楽
か
と
思
い
気
乗
り
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
す
ぐ
に
忠
敬
の
熱
心
さ
と
聡
明
さ
に

感
銘
を
受
け
、
互
い
に
尊
敬
し
あ
う
間
柄

に
な
り
ま
し
た
。

　

天
文
の
大
要
を
習
得
す
る
と
、
今
度
は
、

海
岸
防
御
の
た
め
蝦
夷
（
北
海
道
）
の
地
形

把
握
が
急
務
だ
っ
た
幕
府
に
対
し
、
地
図

作
成
を
名
目
と
す
る
旅
行
の
許
可
を
願
い

出
ま
し
た
。
す
る
と
費
用
補
助
は
20
両
の

み
、
測
量
機
器
等
は
自
前
で
準
備
す
る
こ

と
と
い
う
条
件
で
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

10
人
の
仲
間
と
と
も
に
江
戸
を
出
立
し

た
の
は
忠
敬
55
歳
の
春
。
北
海
道
の
海
岸

沿
い
を
ひ
た
す
ら
歩
き
、
昼
間
は
歩
数
を

数
え
、
方
位
を
図
り
、
夜
に
な
れ
ば
天
体
観

測
と
記
録
の
集
計
と
い
う
お
よ
そ
半
年
間

の
旅
は
、
想
像
を
絶
す
る
苦
難
の
連
続
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
地
球
の
大

き
さ
を
確
認
で
き
た
う
え
、
幕
府
の
期
待

以
上
に
精
密
な
北
海
道
地
図
が
完
成
し
ま

し
た
。
以
後
、
幕
府
は
他
の
方
面
の
測
量

を
次
々
と
忠
敬
に
委
ね
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
回
を
追
う
ご
と
に
補
助
が
手
厚
く
な

り
、
つ
い
に
は
特
命
事
業
と
し
て
経
費
全

額
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
忠
敬
の
老
衰
も
進
み
ま

す
。
71
歳
で
第
10
次
旅
行
か
ら
帰
る
と
、
残

る
力
を
振
り
絞
り
地
図
完
成
を
急
ぎ
ま
す

が
、
2
年
後
無
念
に
も
道
半
ば
で
息
を
引

き
取
り
ま
し
た
。
弟
子
た
ち
は
す
べ
て
の

功
績
を
忠
敬
に
帰
す
た
め
、
そ
の
死
を
伏

せ
、
涙
を
隠
し
て
制
作
を
続
行
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
完
成
し
た
大
日
本
沿
海
輿よ

地

図
は
、
後
に
そ
の
写
し
が
密
か
に
国
外
に

持
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
手
に
黒
船

を
率
い
て
来
航
し
た
米
国
の
ペ
リ
ー
提
督

は
、
沿
岸
を
試
し
に
測
量
し
て
み
て
、
そ
の

結
果
が
地
図
と
寸
分
違
わ
ぬ
こ
と
に
驚
嘆

し
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
は
決
し
て
侮
れ

ぬ
文
明
国
と
思
い
知
っ
た
の
で
す
。

　

通
算
3
7
3
7
日
間
に
及
ん
だ
地
図
作

成
の
旅
の
総
行
程
は
約
4
万
キ
ロ
。
奇
し

く
も
忠
敬
自
身
が
確
か
め
た
地
球
一
周
の

長
さ
に
相
当
し
ま
す
。

　

大た
い
え
い永

3（
1
5
2
4
）年
、
惣そ
う

大た
ゆ
う夫

の
増ま
し
の野

右え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
進
に
対
し
て
増
野
藤と
う

右え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
が
、祇ぎ
お
ん
し
ゃ

園
社（
大
谷
町
野
坂
）

の
領
地
を
引
き
渡
す
こ
と
を
文
書
で

通
知
し
て
い
ま
す
。
文
書
を
宛
て
ら

れ
た
人
と
出
し
た
人
の
名
前
が
よ
く

似
て
い
ま
す
が
、
前
者
は
惣
大
夫
と

あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
染そ
め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝

神じ
ん
じ
ゃ社

（「
瀧た
き
く
ら蔵

権ご
ん
げ
ん現

」）、
櫛く
し
し
ろ代

賀か
ひ
め姫

神じ
ん
じ
ゃ社

（「
浜は
ま

八は
ち
ま
ん幡

」）
な
ど
7
つ
の
神
社

の
神
主
を
兼
ね
た
人
物
で
す
（「
原
は
ら
か
お
る馨

氏
所
蔵
増
野
家
文も
ん
じ
ょ書

」）。

　

一
方
、
文
書
を
出
し
た
増
野
氏
は
、

益
田
氏
の
家
臣
と
考
え
ら
れ
、こ
の
文

書
に
は
享
き
ょ
う
ろ
く禄

2
（
1
5
2
9
）
年
生
ま

れ
の
益
田
藤ふ
じ
か
ね兼

の
花か
お
う押

（
サ
イ
ン
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、後
に
藤
兼
が
益

田
家
を
継
い
だ
時
に
、祇
園
社
の
領
地

を
追
認
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
益
田
氏
家
臣
の
増
野
氏
は
、

永え
い
き
ょ
う

享
7（
1
4
3
5
）年
に
当
時
の

益
田
氏
一
族
と
家
臣
ら
1
0
7
人
が

益
田
兼か
ね
た
か堯

を
当と
う
し
ゅ主

と
仰
ぐ
こ
と
を

誓
っ
た
連れ
ん
し
ょ署

起き
し
ょ
う
も
ん

請
文
に
は
見
え
ず
、

初
め
て
確
認
で
き
る
の
は
文ぶ
ん
め
い明

9

（
1
4
7
7
）
年
に
室
町
幕
府
が
全
国

に
賦ふ
か課

し
た
段た
ん
せ
ん銭

と
い
う
税
を
徴
収

す
る
た
め
、丸ま
る
た
か
つ
ら

孝
連
と
い
う
人
物
を
石

見
に
派
遣
し
、こ
れ
を
益
田
兼
堯
が
接

待
し
た
と
き
で
す
。

　

こ
の
と
き
、増
野
彦ひ
こ

右え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
が
接

待
の
役
目
を
務
め
て
お
り
、そ
れ
は
彼

が「
乙お
と
よ
し吉
役
人
」（
乙
吉
の
年ね
ん
ぐ貢
収
納
を

担
当
か
）
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天て
ん
し
ょ
う正

5
（
1
5
7
7
）
年
以
降
、増

野
護も
り
よ
し吉

と
い
う
人
物
が
活
躍
し
ま
す
。

彼
は
藤
兼
・
元も
と
よ
し祥

の
側
近
的
な
存
在
と

し
て
活
動
し
て
お
り
、そ
の
活
動
内
容

は
実
務
的
な
も
の
で
し
た
。最
も
そ
れ

が
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
が
、天
正
19

（
1
5
9
1
）
年
の
益
田
氏
領
で
の
検

地
結
果
の
通
知
を
益
田
左さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
進
と

行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

増
野
氏
は
、も
と
も
と
は
そ
れ
ほ
ど

有
力
な
家
臣
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
が
、実
務
能
力
に
長た

け
て
い
た

こ
と
で
、益
田
氏
当
主
の
側
近
と
し
て

抜ば
っ
て
き擢

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。戦
国

の
世
か
ら
近
世
へ
移
行
し
つ
つ
あ
っ

た
こ
の
時
期
、槍
働
き
よ
り
も
実
務
能

力
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
し
た
。　
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