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亀
井
南
冥
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
年
）
筑
前
国
早
良
郡

姪
浜
村
（
現
福
岡
市
西
区
）
で
生
ま
れ
、
儒
医
と
し
て
高
名
で

あ
る
。
小
石
元
俊
・
小
田
亨
叔
と
共
に
永
富
独
嚥
庵
門
下
の
三

傑
と
い
わ
れ
る
。

「
南
冥
問
答
」
は
「
古
今
斎
以
呂
波
歌
」
と
並
ん
で
、
南
冥
の

医
に
関
す
る
著
述
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
今
回
用
い
た
も

の
は
、
大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
責
任
編
集
の
近
世
漢
方
医
学
書

集
成
一
四
（
名
著
出
版
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
底
本

は
大
塚
敬
節
所
蔵
の
版
本
で
、
冒
頭
に
漢
文
の
附
言
が
四
頁
あ

り
、
本
文
は
、
暴
潟
と
題
さ
れ
、
或
問
テ
曰
で
は
じ
ま
る
段
落

が
お
よ
そ
十
六
あ
り
、
五
十
五
頁
に
わ
た
る
片
仮
名
ま
じ
り
文

で
あ
る
。
末
尾
に
書
林
と
あ
り
、
十
一
ヶ
所
（
京
都
一
、
江
戸

八
、
大
阪
三
の
住
所
と
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
。
附
言
の
末

尾
に
安
永
己
亥
初
夏
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
七
七
九
年
、

57

『
南
冥
問
答
』
に
み
る
「
哺
」
に
つ
い
て

小
曽
戸
明
子

日
の
出
ヶ
丘
病
院

南
冥
三
十
七
歳
の
頃
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に

そ
の
前
年
福
岡
藩
に
一
介
の
町
医
か
ら
儒
医
を
兼
ね
て
抜
擢
さ

れ
藩
主
に
仕
え
て
い
る
。

「
暴
潟
」
と
副
題
に
あ
る
よ
う
に
、
全
編
が
「
今
の
暴
潟
」
に

つ
い
て
の
考
察
で
、
重
ね
て
種
ざ
ま
に
問
答
形
式
で
記
さ
れ
て

い
う
（
》
。

「
従
来
慢
驚
風
と
名
づ
け
て
療
治
を
加
へ
．
…
：
回
復
す
る
も
の

あ
れ
ど
百
中
の
一
二
て
い
ど
希
な
り
…
…
参
附
湯
な
ど
を
用
い

て
い
る
内
眠
る
が
如
く
に
て
皆
死
す
る
」
と
あ
り
、
薬
物
の
力

が
届
か
な
い
「
今
の
呆
潟
」
に
つ
い
て
「
天
行
の
病
」
と
も

「
暴
潟
の
災
難
」
と
も
記
し
、
そ
の
病
根
に
つ
い
て
は
小
児
期
の

養
育
の
し
か
た
に
よ
る
「
胄
脈
の
虚
耗
」
「
胄
肺
の
不
丈
夫
」
を

指
摘
し
、
田
舎
流
に
育
て
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

表
現
は
具
体
的
で
あ
る
が
、
そ
の
実
際
は
、
「
微
細
の
吟
味
に
及

ば
ぬ
こ
と
な
り
」
と
明
言
し
、
「
哺
」
と
い
う
古
来
か
ら
の
工

夫
・
術
は
、
赤
子
の
脾
胄
の
気
を
後
年
に
至
っ
て
丈
夫
に
な
る

よ
う
に
と
し
て
始
め
る
の
だ
が
、
そ
の
「
哺
」
の
仕
形
が
一
定

で
な
く
記
録
が
ま
ち
ま
ち
に
違
う
。
そ
の
訳
は
「
人
に
は
皆
稟

賦
と
て
天
よ
り
受
け
た
る
質
に
強
弱
あ
り
て
多
く
哺
し
て
良
き
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も
あ
り
少
く
哺
し
て
よ
き
も
あ
り
早
晩
も
其
通
り
に
て
得
と
は

誰
も
知
ぬ
こ
と
」
「
何
程
微
細
に
吟
味
し
て
も
稟
賦
の
強
弱
必
寛

推
察
な
れ
ば
無
益
の
念
な
り
」
「
親
の
子
を
大
切
に
お
も
ふ
は
天

道
の
自
然
に
て
わ
り
な
き
も
の
な
れ
ば
大
学
に
も
赤
子
を
保
つ

が
如
く
心
誠
に
こ
れ
を
求
む
れ
ば
中
ら
ず
と
い
へ
ど
も
遠
か
ら

ず
と
云
へ
り
」
と
、
養
育
に
つ
い
て
「
無
益
の
念
を
入
れ
る
」

こ
と
は
か
え
っ
て
脾
胄
不
丈
夫
な
る
子
供
に
し
て
し
ま
う
と
答

え
て
い
る
。
重
ね
て
「
小
児
を
田
舎
流
育
て
る
こ
と
」
を
説
き
、

「
天
然
に
ま
か
せ
置
て
」
「
随
分
疎
略
に
育
て
る
こ
と
な
り
」
と

田
舎
の
小
児
は
冑
気
丈
夫
な
の
で
存
分
に
食
べ
て
も
腹
痛
や

潟
下
す
る
く
ら
い
で
薬
も
用
い
な
い
が
死
亡
に
至
ら
ず
、
暴
潟

と
は
名
付
け
ず
た
だ
食
傷
か
雲
乱
か
な
ど
と
言
う
く
ら
い
で
恐

れ
る
も
の
と
な
ら
な
い
。
「
危
く
も
あ
れ
ど
又
気
味
も
よ
し
」
と

い
っ
た
育
て
方
に
言
及
し
て
い
る
。

「
哺
」
と
は
、
口
中
に
食
べ
物
を
ふ
く
む
、
又
親
鳥
が
口
に
ふ

く
ん
だ
え
さ
を
子
に
与
え
る
、
は
ぐ
く
み
養
う
こ
と
。

亀
井
は
、
哺
は
胄
気
を
丈
夫
に
す
る
術
、
と
言
い
、
分
に
応

じ
哺
食
す
べ
し
、
と
も
言
う
。
「
分
」
と
は
何
か
？
個
性
を
重

い
や
つ
０

ん
じ
そ
の
時
々
の
気
分
・
体
調
の
変
化
に
臨
機
応
変
に
食
べ
る

こ
と
を
通
じ
て
育
て
て
い
く
、
よ
り
精
神
的
野
性
的
な
意
気
に

通
じ
る
ま
な
ざ
し
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

全
編
に
小
児
を
論
じ
て
は
い
る
が
、
療
治
の
例
で
は
老
人
小

児
と
並
べ
て
言
及
し
て
い
た
り
、
食
物
に
つ
い
て
は
老
人
に
つ

い
て
述
べ
て
お
り
、
学
者
・
書
物
に
も
厳
し
く
「
道
を
知
ざ
る

者
の
無
益
の
念
を
入
却
て
害
を
生
ず
る
こ
と
」
と
も
述
べ
、
亀

井
に
と
っ
て
の
医
術
・
学
問
が
「
道
」
と
分
か
ち
が
た
く
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。


