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竹
川
竹
斎
（
政
胖
）
は
文
化
六
年
五
月
に
生
ま
れ
、
七
○
有

余
年
生
き
抜
き
、
明
治
一
五
年
二
月
に
没
し
ま
し
た
。
伊
勢

射
和
村
出
身
の
学
者
商
人
で
、
弟
、
竹
口
信
義
と
と
も
に
、
勝

海
舟
に
経
済
的
支
援
を
行
い
、
く
り
来
航
時
、
護
国
論
を
著
し

て
、
海
舟
を
通
し
、
日
本
の
国
防
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
人
物
で
す
。
射
和
文
庫
な
る
私
設
の
公
開
図
書
館
を
創

設
、
万
巻
の
書
を
集
め
、
広
く
庶
民
の
閲
覧
に
供
し
、
庶
民
の

教
育
に
貢
献
し
た
功
績
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

私
は
平
成
一
六
年
二
月
一
日
竹
川
邸
を
尋
ね
、
射
和
文
庫

蔵
書
の
軽
粉
雑
記
と
い
う
記
録
を
見
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
こ

の
記
録
は
い
ま
だ
公
的
な
場
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
す
。

敗
軍
の
将
、
勝
海
舟
に
興
味
を
持
ち
竹
斎
の
存
在
を
知
る
こ
と

に
な
り
、
射
和
村
の
日
本
文
化
史
上
に
お
け
る
重
要
性
を
認
識

し
ま
し
た
。
勢
和
村
、
射
和
村
の
水
銀
と
梅
毒
に
つ
い
て
、
詞
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査
を
開
始
し
た
時
に
こ
の
史
料
に
遭
遇
い
た
し
ま
し
た
。

勢
和
村
か
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
語
を
公
的
に
翻
訳
し
た
最
初
の
人
、

野
呂
玄
丈
が
出
て
い
ま
す
が
、
射
和
村
か
ら
竹
斎
が
育
ち
、
こ

の
地
方
は
高
度
で
独
自
な
文
化
並
び
に
豪
商
を
生
み
出
し
ま
し

た
。
勢
和
村
は
良
質
の
辰
砂
が
大
量
に
産
出
し
て
奈
良
の
大
仏

鋳
造
に
ア
マ
ル
ガ
ム
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
「
続
日
本
記
」

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
室
町
期
に
勢
和
村
の
辰
砂
は
勢
和
村

を
流
れ
る
櫛
田
川
下
流
の
射
和
村
で
加
工
さ
れ
伊
勢
白
粉
す
な

わ
ち
軽
粉
と
し
て
、
伊
勢
商
人
、
御
師
に
よ
り
全
国
に
広
ま
り

ま
し
た
。
江
戸
初
期
辰
砂
の
産
出
量
が
減
産
し
、
鉛
を
主
成
分

と
す
る
外
来
性
の
白
粉
に
押
さ
れ
衰
退
期
を
迎
え
ま
す
が
、
水

銀
が
梅
毒
に
有
効
と
い
う
情
報
が
入
り
、
そ
の
水
銀
産
業
は
一

時
期
持
ち
直
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
チ
ュ
ン
ベ
ル
グ
が
も
た
ら
し
た
ス
イ
ー
テ
ン
水
が

吉
雄
耕
牛
、
杉
田
玄
白
ら
蘭
学
者
に
よ
り
、
汎
用
さ
れ
る
に
い

た
り
ま
し
た
。

明
治
に
な
り
医
制
七
六
条
が
制
定
、
日
本
の
近
代
医
療
が
本

格
的
に
ス
タ
ー
ト
を
切
る
と
、
従
来
か
ら
の
民
間
療
法
、
漢
方

の
排
斥
が
起
こ
り
、
射
和
村
の
軽
粉
を
駆
梅
剤
と
し
て
申
請
し
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た
の
で
す
が
、
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
軽
粉
雑
記
に
「
此

度
元
軽
粉
製
造
家
第
一
コ
ロ
ー
ル
製
出
御
免
許
鑑
札
井
許
不
許

御
示
令
書
下
リ
シ
ニ
…
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
拒
絶
理
由
と

し
て
五
か
条
あ
っ
た
こ
と
が
、
読
み
取
れ
ま
す
。

射
和
村
の
代
表
者
達
が
竹
斎
に
相
談
を
持
ち
か
け
、
そ
の
課

題
を
解
決
し
た
い
き
さ
つ
と
考
え
方
が
軽
粉
雑
記
と
い
う
史
料

に
詳
細
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
駆
梅
剤
と
し
て
の
軽
粉
に
対
す
る
竹
斎
の
考
え
方

と
思
い
入
れ
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
政
の
、
効
果

は
認
め
る
が
、
そ
の
毒
性
が
著
し
い
こ
と
、
製
造
場
所
の
違
い

で
品
質
に
差
が
あ
る
と
の
指
摘
に
対
し
て
、
反
論
し
て
い
る
こ

と
の
概
略
を
紹
介
し
ま
す
。

外
国
人
と
日
本
人
の
化
学
物
質
に
対
す
る
感
受
性
の
違
い
、

化
学
分
析
結
果
か
ら
軽
粉
が
甘
未
で
、
昇
耒
よ
り
安
全
で
あ
る

こ
と
の
違
い
を
論
じ
て
い
ま
す
。
射
和
村
の
製
造
者
に
実
害
は

な
く
、
皆
長
生
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
実
名
で
紹
介
し
反
諭
し

な
く
、
皆
』

て
い
ま
す
。

そ
れ
は
製
法
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
用
い
て
い
る
竈

の
釜
士
が
射
和
村
の
朱
中
山
と
い
う
土
地
で
取
れ
る
赤
土
で
な

け
れ
ば
意
味
が
な
く
そ
の
赤
土
を
用
い
る
時
、
初
め
て
高
品
質

の
甘
求
が
結
晶
し
、
釜
の
外
部
に
蒸
散
す
る
こ
と
が
垂
い
こ
と

に
よ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

射
和
村
の
軽
粉
は
西
洋
の
昇
耒
に
よ
る
駆
梅
剤
に
先
立
つ
こ

と
数
百
年
前
の
明
和
安
永
の
頃
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
西
洋

の
第
一
コ
ロ
ー
ル
よ
り
安
全
で
西
洋
の
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と

へ
の
疑
問
を
述
べ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
日
本
独
自
の
安
全
な

く
す
り
と
し
て
射
和
村
の
軽
粉
を
輸
出
す
る
方
策
を
、
富
国
策

と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
強
く
進
言
し
て
い
ま
す
。

こ
の
文
章
は
竹
斎
が
七
○
歳
過
ぎ
の
晩
年
に
書
い
た
も
の
で
、

射
和
村
の
軽
粉
が
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
憤
り
を
こ
の

雑
記
に
ぶ
つ
け
た
こ
と
が
、
読
む
者
に
強
く
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。

彼
が
日
本
の
近
代
化
に
果
た
し
た
役
割
が
奏
功
し
た
と
推
測
さ

れ
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
、
明
治
一
二
年
内
務
省
は
試
験
の
結

果
、
射
和
軽
粉
の
製
造
、
販
売
を
許
可
し
、
昭
和
の
初
期
ま
で
、

製
造
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。


