
問
題
の
所
在

本
研
究
は
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
に
日
本
各
地
に
設
け
ら
れ
た
図
書

館
の
実
例
に
基
づ
い
て
近
代
図
書
館
の
概
念
が
受
容
さ
れ
る
過
程
を
確
認
し
︑

図
書
館
観
を
め
ぐ
る
合
意
が
い
か
に
し
て
民
意
の
中
に
醸
成
さ
れ
た
か
を
解
明

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
に
よ
り
近
代
図
書
館
の
制
度

と
思
想
が
日
本
社
会
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
を
構
造
的
に
示
す
こ
と
を

め
ざ
す
︒

従
来
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
近
世
教
育
と
近
代
教
育
と
の
連
続
・
不
連
続

の
問
題
を
図
書
館
制
度
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
︑
近
代
図
書
館
の
コ
ン
セ
プ
ト

を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た
近
世
の
読
書
施
設
を
図
書
館
の
日
本
的
底
流
と

し
て
と
ら
え
返
す
と
い
う
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
前
近
代
の
読
書
施
設

と
近
代
公
共
図
書
館
と
の
接
続
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
木
に
竹
を
接
い

だ
﹂
よ
う
だ
と
評
さ
れ
て
き
た
︒
小
川
徹
は
︑
従
前
の
日
本
の
図
書
館
史
で

は
︑
近
代
の
図
書
館
は
近
世
の
文
庫
と
は
断
絶
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
た
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
こ
そ
日
本
の
図
書
館
の
特
異
性
が
存
在
す

る
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が︵

１
︶︑

こ
の
こ
と
は
︑
教
育
史

研
究
に
お
け
る
近
代
研
究
者
の
側
の
﹁
近
世
﹂
へ
の
軽
視︵

２
︶の

よ
う
な
状
況
が
︑

図
書
館
史
研
究
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
︒

新
谷
恭
明
は
︑
近
世
の
学
校
か
ら
近
代
の
学
校
へ
の
接
続
に
つ
い
て
﹁
制
度

と
し
て
は
断
絶
さ
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
意
識
的
に
は
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
る
︒
教
育
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
精
神
的
な
部
分
を
含
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る︵

３
︶﹂

と
論
じ
て
い
る
が
︑
学
校
だ
け
で
な
く
読
書
施
設
に
つ
い
て

も
︑
近
世
と
近
代
は
﹁
意
識
的
に
は
繋
が
っ
て
い
る
﹂
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
と
す
る
な
ら
ば
︑
文
庫
や
貸
本
屋
な
ど
の
近
世
の
読
書
施
設
と
近

代
の
図
書
館
と
は
全
く
断
絶
し
た
存
在
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
概
念
や
機
能
は

明
治
期
以
降
に
も
底
流
と
し
て
受
け
継
が
れ
︑
そ
う
し
た
近
世
的
心
性
が
近
代

を
受
入
れ
る
と
い
う
葛
藤
の
な
か
で
︑
図
書
館
観
を
め
ぐ
る
合
意
が
民
意
の
な

か
に
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

近
世
の
読
書
施
設
と
の
接
続
が
う
か
が
わ
れ
る
事
例
に
は
︑
明
治
末
期
か
ら

大
正
期
に
か
け
て
各
地
に
設
立
さ
れ
た
公
立
図
書
館
や
そ
の
前
身
と
な
っ
た
図

書
館
が
あ
る
︒
県
や
市
の
事
業
と
し
て
図
書
館
の
設
立
が
企
図
さ
れ
る
際
に
︑

そ
の
地
域
の
旧
藩
主
家
か
ら
の
寄
贈
図
書
が
蔵
書
の
中
核
と
な
っ
た
事
例
は
多

　
　
　
奇
兵
隊
蔵
書
と
北
九
州
市
立
図
書
館

　
　
　
　
　
　
　

─
─ 

小
笠
原
文
書
の
継
承
を
め
ぐ
る
近
世
と
近
代
の
接
続 

─
─

�

伊
　
東
　
達
　
也
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い
が
︑
そ
れ
以
前
の
︑
明
治
十
年
代
に
設
立
さ
れ
た
公
立
書
籍
館
や
地
方
教
育

会
に
よ
る
図
書
館
が
︑
新
知
識
の
摂
取
や
直
接
的
に
教
育
活
動
に
資
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
旧
時
代
の
文
化
と
の
断
絶
を
生
じ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
︑

旧
藩
領
域
を
サ
ー
ビ
ス
対
象
に
設
定
し
て
設
立
さ
れ
た
図
書
館
に
お
い
て
は
︑

藩
校
蔵
書
な
ど
旧
藩
の
文
化
遺
産
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
こ
に
新
旧

文
化
の
融
合
が
生
じ
て
い
た︵

４
︶︒

近
世
の
文
化
遺
産
を
継
承
す
る
と
い
う
機
能
が
近
代
図
書
館
に
求
め
ら
れ
る

と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
遺
産
を
持
ち
伝
え
て
き
た
の
は
前
代
の
行
政
組
織
で
あ

る
旧
藩
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
近
代
図
書
館
を
受
け
入
れ
る
底
流
と
し
て
は
︑
旧

藩
蔵
書
の
継
承
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
ら
を
含
ん
だ
旧
藩
の
教
育
政
策
や
そ
の
延

長
上
に
あ
る
明
治
期
以
降
の
旧
藩
主
家
に
よ
る
旧
藩
領
に
対
す
る
支
援
事
業
を

想
定
す
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
教
育
政
策
の
継
続
と
進
展
の
背
景
に
は
︑

幕
末
か
ら
明
治
へ
の
時
代
の
転
換
に
適
応
し
た
旧
藩
士
民
の
﹁
時
務
﹂
の
意
識

が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る︵

５
︶︒

近
代
図
書
館
の
成
立
と
旧
藩
の
時
務
意
識

﹁
時
務
﹂
と
は
儒
学
用
語
で
︑
島
津
斉
彬
に
よ
れ
ば
﹁
時
勢
を
考
﹂
え
﹁
時

勢
相
応
ノ
政
務
ヲ
執
行︵

６
︶﹂

す
る
こ
と
を
い
う
︒
尊
王
攘
夷
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形

成
し
た
水
戸
学
の
大
成
者
︑
会
沢
正
志
斎
の
晩
年
の
著
作
に
﹃
時
務
策
﹄
が
あ

り
︑
横
井
小
南
に
も
﹁
時
務
策
﹂
と
題
さ
れ
た
藩
政
改
革
論
が
あ
る
︒﹁
時
務

策
﹂
と
は
律
令
制
に
お
い
て
政
治
の
要
務
に
関
す
る
方
策
の
こ
と
を
さ
す
が
︑

﹁
時
務
を
知
る
は
俊
傑
に
在
り
﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
幕
末
・
維
新
の
変
革

期
に
お
い
て
は
︑
志
士
と
よ
ば
れ
る
個
人
だ
け
で
な
く
旧
藩
組
織
自
体
も
︑
こ

の
時
務
意
識
の
高
さ
に
よ
っ
て
激
動
の
時
代
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
︒

そ
う
し
た
な
か
で
︑
豊
前
六
郡
︵
企
救
︑
田
川
︑
京
都
︑
仲
津
︑
築
城
︑
上

毛
︶
を
領
し
た
小
笠
原
藩
は
︑
幕
末
維
新
の
歴
史
の
荒
波
の
な
か
に
あ
っ
て
︑

敗
戦
の
う
え
藩
都
を
占
領
さ
れ
る
と
い
う
不
運
に
見
舞
わ
れ
つ
つ
も
存
続
し
︑

藩
の
存
在
だ
け
で
な
く
︑
藩
校
教
育
の
近
代
教
育
へ
の
移
行
・
再
編
を
も
果
た

し
た
稀
有
な
例
と
な
っ
た
︒

藩
校
蔵
書
な
ど
小
笠
原
家
の
文
書
は
︑
そ
の
多
く
が
焼
失
し
た
も
の
の
︑
一

部
が
文
化
財
と
し
て
現
代
に
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
旧
小
倉

藩
主
小
笠
原
家
の
藩
政
資
料
で
あ
る
小
笠
原
文
書
の
保
存
と
継
承
の
顛
末
を
あ

ら
た
め
て
辿
る
こ
と
に
よ
り
︑
小
笠
原
藩
の
事
例
に
つ
い
て
︑
読
書
施
設
に
お

け
る
近
世
と
近
代
の
接
続
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
︒

第
二
次
長
州
戦
争
に
よ
る
文
書
の
分
散
と
散
逸

周
知
の
よ
う
に
︑
第
二
次
長
州
戦
争
に
お
い
て
敗
色
の
濃
く
な
っ
た
小
笠
原

藩
︵
小
倉
藩
︶
は
︑
一
八
六
六
︵
慶
応
二
︶
年
八
月
一
日
自
ら
小
倉
城
と
城
下

町
に
火
を
放
っ
て
後
方
陣
地
に
撤
退
し
︑
藩
庁
も
田
川
郡
香
春
に
退
い
た︵

７
︶︒

そ

の
際
︑
藩
士
や
そ
の
家
族
だ
け
で
な
く
城
下
町
の
住
民
も
﹁
わ
ず
か
な
貴
重
品

を
身
に
着
け
︑
事
態
の
推
移
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
︑
長
崎
街
道
・
中
津
街
道
・

香
春
街
道
を
通
り
︑
確
た
る
当
て
も
な
く
︑
わ
ず
か
に
知
己
を
頼
っ
て
城
下
か

ら
落
ち
て
い
っ
た
﹂
の
で
︑
周
囲
の
街
道
は
大
混
雑
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る︵
８
︶︒

三
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翌
八
月
二
日
に
は
長
州
軍
の
先
鋒
部
隊
が
小
倉
城
下
に
入
り
︑
城
下
の
東
の

長
浜
に
駐
屯
し
た
︒
当
時
の
小
倉
の
状
況
に
つ
い
て
︑
長
州
軍
奇
兵
隊
の
軍
監

で
あ
っ
た
山
縣
狂
介
︵
有
朋
︶
は
﹁
城
下
の
景
況
を
見
る
に
急
遽
に
軍
議
を
決

し
狼
狽
し
て
兵
を
引
揚
げ
た
り
と
見
へ
て
城
中
の
糧
米
銀
札
及
び
書
庫
等
の
如

き
も
皆
其
儘
に
放
棄
し
て
遁
去
り
藩
士
の
邸
宅
の
如
き
は
盡
く
家
財
器
具
を
残

留
し
た
り
︙
城
下
の
市
街
に
は
一
も
市
民
の
影
を
見
ず
民
家
は
悉
く
開
放
し
て

他
人
の
濫
入
に
任
せ
た
り
﹂
と
回
顧
録
に
記
し
て
い
る
が︵

９
︶︑

こ
の
と
き
奇
兵
隊

が
︑
小
倉
城
三
の
丸
に
あ
っ
た
小
笠
原
藩
の
藩
校
思
永
館
の
書
籍
の
一
部
を
長

州
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒

下
関
の
豪
商
・
白
石
正
一
郎
の
日
記
に
は
︑
慶
応
二
年
八
月
八
日
付
で
﹁
過

二
日
小
倉
渡
海
の
節
書
物
二
十
箱
程
軸
も
の
五
ふ
く
分
捕
致
候
由
に
付︶

10
︵

﹂
と
あ

る
が
︑
奇
兵
隊
が
持
ち
帰
っ
た
書
籍
は
﹃
和
漢
三
才
図
會
﹄︑﹃
国
史
餘
論
﹄︑

﹃
五
代
史
﹄︑﹃
唐
史
﹄︑﹃
伝
家
法
﹄︑﹃
経
典
釈
文
﹄
な
ど
貴
重
な
も
の
が
多
く︶

11
︵

︑

こ
の
う
ち
後
に
散
逸
し
な
か
っ
た
も
の
が
︑
現
在
︑
山
口
県
立
山
口
図
書
館

︵
三
一
四
冊
︶︑
山
口
大
学
図
書
館
︵
一
五
五
冊
︶︑
下
関
市
立
東
行
記
念
館
︵
七

冊
︶
ほ
か
に
所
蔵
・
保
管
さ
れ
て
い
る
︒﹁
思
永
館
﹂
と
い
う
円
形
の
所
蔵
印

と
並
ん
で
﹁
奇
兵
隊
印
﹂
と
い
う
四
角
形
の
所
蔵
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
点
が

特
徴
で
あ
る
︒

一
方
︑
落
城
の
際
に
小
倉
城
内
に
残
っ
て
い
た
古
文
書
や
書
籍
は
そ
の
大
部

分
が
焼
失
し
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
一
部
は
小
笠
原
藩
士
ら
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ

れ
て
お
り
︑
小
倉
か
ら
藩
庁
を
移
転
し
た
田
川
郡
香
春
に
退
避
︑
そ
の
後
︑
明

治
三
年
の
仲
津
郡
豊
津
へ
の
藩
庁
再
移
転
と
豊
津
藩
の
成
立
に
伴
っ
て
豊
津
藩

庁
に
移
管
さ
れ
︑
豊
津
県
が
小
倉
県
に
統
合
さ
れ
た
後
も
︑
豊
津
県
民
政
局
の

施
設
で
あ
っ
た
小
笠
原
家
豊
津
別
邸
内
で
保
管
さ
れ
続
け
た︶

12
︵

︒

こ
の
と
き
小
笠
原
家
︵
豊
津
藩
︶
に
残
っ
た
文
書
や
書
籍
の
一
部
が
︑
昭
和

二
四
年
の
小
笠
原
家
豊
津
別
邸
引
払
い
の
際
に
小
笠
原
家
か
ら
福
岡
県
立
豊
津

高
等
学
校
同
窓
会
に
寄
贈
さ
れ
︑
平
成
一
七
年
以
降
は
福
岡
県
指
定
文
化
財
の

﹁
小
笠
原
文
庫
﹂
と
し
て
現
存
し
て
い
る
︒
藩
政
資
料
全
般
を
含
む
﹁
小
笠
原

文
庫
﹂
の
総
数
は
七
千
点
以
上
に
及
ぶ︶

13
︵

︒

奇
兵
隊
の
時
務
意
識
と
読
書

一
八
六
六
︵
慶
応
二
︶
年
八
月
当
時
︑
奇
兵
隊
の
本
陣
は
吉
田
︵
現
在
の
下

関
市
吉
田
︶
に
あ
り
︑
そ
こ
に
隊
員
共
有
の
書
物
を
置
く
図
書
室
も
設
け
ら
れ

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
青
木
正
児
は
こ
の
奇
兵
隊
の
図
書
室
に
つ
い
て
︑

﹁
奇
兵
隊
の
隊
長
高
杉
晋
作
は
下
関
に
居
て
采
配
を
振
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑

こ
の
時
奇
兵
隊
の
図
書
室
は
下
関
の
伊
崎
の
藩
舎
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
︙
隊
長
高
杉
は
嘗
て
江
戸
の
大
学
昌
平
黌
に
学
ん
で
詩
文
を
善
く
し

た
文
武
兼
備
の
士
で
あ
る
か
ら
︑
図
書
室
の
設
置
は
恐
ら
く
彼
の
指
図
で
あ
ろ

う︶
14
︵

﹂
と
推
察
し
て
い
る
が
︑﹁
奇
兵
隊
日
記
﹂
を
み
る
と
︑﹁
夜
︑
読
書
休
止
之

事
﹂︵
元
治
元
年
四
月
十
五
日
︶︑﹁
於
壇
之
浦
二
七
之
日
︑
新
論
講
釈
相
始
候

事
﹂︵
四
月
十
七
日
︶︑﹁
読
書
掛
り
相
定
候
間
︑
御
承
知
可
被
成
候
﹂︵
四
月
十

九
日
︶︑﹁
隔
夜
ニ
シ
テ
文
章
規
範
講
会
相
始
候
事
﹂︵
四
月
廿
日
︶︑﹁
文
学
会

の
稽
古
日
﹂︵
六
月
十
三
日
︶︑﹁
諸
稽
古
規
則 

朝
六
ツ
よ
り
五
時
迄
︑
読
書
︑

夕
七
ツ
時
よ
り
六
時
迄
︑
右
読
書
﹂︵
慶
応
元
年
四
月
二
十
五
日
︶
な
ど
と
い

三
一



う
記
述
が
あ
る︶

15
︵

︒

奇
兵
隊
を
指
導
し
た
高
杉
晋
作
が
学
ん
だ
松
下
村
塾
に
は
﹁
自
非
読
萬
巻
書

寧
得
為
千
秋
人
﹂︑﹁
自
非
軽
一
己
労　

寧
得
致
兆
民
安
﹂
と
い
う
聯
が
掲
げ
ら

れ
て
お
り
︑
ま
た
高
杉
は
吉
田
松
陰
の
留
魂
録
の
な
か
の
﹁
天
下
ノ
事
ヲ
成
ス

ハ
天
下
有
志
ノ
士
ト
志
ヲ
通
ス
ル
ニ
非
レ
バ
得
ス
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
﹁
陪
臣

軽
卒
藩
士
を
不
撰
同
様
に
相
交︶

16
︵

﹂
る
奇
兵
隊
を
発
案
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
︑
奇
兵
隊
士
が
﹁
天
下
有
志
ノ
士
﹂
と
し
て
︑
共
有
の
蔵
書

に
よ
っ
て
日
々
学
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

こ
の
奇
兵
隊
の
読
書
に
つ
い
て
小
川
五
郎
は
︑
諸
隊
独
自
の
活
動
と
い
う
よ

り
当
時
の
長
州
藩
政
府
の
方
針
で
あ
り
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
︑
そ
の
根
拠
と
し
て
一
八
六
七
︵
慶
応
三
︶
年
二
月
に
﹁
明
倫
舘
諸
芸
幷
諸

隊
其
外
﹂
あ
て
に
出
さ
れ
た
御
直
書
附
の
中
の
﹁
文
武
の
修
業
ハ
奉
公
之
根
所

と
い
へ
ど
も
修
業
方
方
向
不
定
し
而
ハ
其
才
識
適
当
之
用
を
成
か
た
く
依
之
此

度
諸
芸
仕
法
改
正
申
付
候
間
孰
れ
も
時
勢
を
弁
へ
勉
励
肝
要
之
事
ニ
候
︙
兵
学

文
学
を
以
諸
士
之
本
職
と
可
相
心
得
就
而
は
文
学
兵
学
両
輪
に
し
て
不
可
偏

廃
﹂
と
い
う
藩
主
の
言
葉
を
あ
げ
て
い
る︶

17
︵

︒
戦
争
の
さ
中
の
国
事
多
難
な
状
況

で
あ
れ
ば
こ
そ
﹁
時
勢
を
弁
え
た
勉
励
が
肝
要
﹂
で
あ
り
︑﹁
兵
学
文
学
を
諸

士
の
本
職
と
心
得
﹂
て
日
々
励
む
よ
う
に
と
い
う
長
州
藩
全
体
の
時
務
意
識
の

高
さ
が
︑
小
倉
城
か
ら
の
思
永
館
本
の
﹁
分
捕
﹂
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
が
︑

安
冨
静
夫
は
︑
奇
兵
隊
士
が
こ
の
思
永
館
本
も
使
っ
て
﹁
朝
・
夕
二
時
間
︑
学

習
を
し
て
い
た
﹂
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る︶

18
︵

︒﹁
奇
兵
隊
印
﹂
と
い
う
蔵
書

印
が
押
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
︑
小
倉
か
ら
持
ち
帰
っ
た
書
籍
も
こ

の
図
書
室
の
蔵
書
と
し
て
学
習
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

小
笠
原
藩
の
時
務
意
識
と
読
書

一
方
小
笠
原
藩
に
と
っ
て
は
︑
対
長
州
戦
争
の
敗
北
と
小
倉
城
の
落
城
︑
香

春
で
の
暫
定
政
府
の
も
と
で
の
藩
校
の
再
開
︑
そ
し
て
豊
津
で
の
新
た
な
藩

庁
・
藩
校
の
建
設
と
豊
津
藩
の
成
立
と
い
う
激
動
の
幕
末
維
新
期
の
数
年
間
は
︑

藩
政
だ
け
で
な
く
教
育
に
お
い
て
も
自
己
変
革
を
遂
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
数

年
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

小
笠
原
藩
は
︑
一
六
三
二
︵
寛
永
九
︶
年
に
小
倉
藩
主
細
川
氏
が
熊
本
へ
移

封
に
な
っ
た
あ
と
︑
播
磨
国
明
石
か
ら
小
笠
原
忠
真
が
豊
前
六
郡
に
入
っ
て
成

立
し
た
藩
で
あ
る
︒
細
川
氏
の
転
封
後
に
は
︑
他
に
播
磨
国
竜
野
か
ら
小
笠
原

長
次
が
豊
前
二
郡
︵
下
毛
︑
仲
津
︶
に
︑
忠
真
の
弟
忠
知
が
豊
後
杵
築
に
︑
摂

津
国
三
田
よ
り
松
平
重
直
の
四
譜
代
大
名
が
そ
れ
ぞ
れ
入
っ
て
い
る
︒
豊
前
は

地
理
的
に
交
通
の
要
所
で
あ
り
︑
幕
府
の
九
州
統
治
の
最
前
線
と
い
う
こ
と

で
︑
譜
代
四
大
名
の
筆
頭
で
あ
る
小
倉
小
笠
原
藩
は
江
戸
幕
府
の
﹁
九
州
探

題
﹂
と
称
さ
れ
た
と
い
う︶

19
︵

︒

こ
の
よ
う
な
幕
府
の
期
待
を
背
負
っ
た
小
倉
小
笠
原
藩
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
︑
幕
末
維
新
期
に
不
運
な
末
路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
一

八
六
六
︵
慶
応
二
︶
年
八
月
の
小
倉
落
城
後
十
月
に
香
春
に
藩
庁
を
移
し
︑
そ

の
後
明
治
に
な
っ
て
か
ら
豊
津
に
安
住
の
地
を
求
め
て
移
転
し
︑
こ
こ
で
近
代

へ
の
新
し
い
道
を
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な
る
︒
教
育
制
度
に
つ
い
て
も
小
倉
時

代
か
ら
藩
校
の
思
永
館
を
維
持
し
て
き
た
が
︑
豊
津
移
転
後
は
育
徳
館
と
名
称

三
二



を
変
え
︑
近
代
を
意
識
し
た
再
組
織
化
を
は
か
っ
て
い
た︶

20
︵

︒

小
倉
か
ら
香
春
へ
の
藩
庁
移
転
後
︑
長
州
藩
と
の
和
平
交
渉
の
目
途
が
つ
い

た
一
八
六
七
︵
慶
応
三
︶
年
五
月
一
日
︑
小
笠
原
藩
は
︑
早
く
も
藩
校
思
永
館

再
興
の
触
書
を
出
し
て
い
る
︒
香
春
の
光
願
寺
を
本
館
と
し
︑
同
時
に
散
在
し

て
い
る
藩
士
の
た
め
に
藩
内
各
地
の
寺
に
支
館
を
設
け
た︶

21
︵

︒
寺
院
を
借
り
受
け

て
の
開
校
で
あ
り
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
世
情
が

落
ち
着
き
を
み
せ
る
と
す
ぐ
に
藩
校
を
再
開
し
た
理
由
に
は
︑
非
常
時
に
お
け

る
藩
校
教
育
へ
の
期
待
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る︶

22
︵

︒

思
永
館
は
︑
第
四
代
藩
主
忠
総
治
世
時
の
一
七
五
八
︵
宝
暦
八
︶
年
に
小
倉

城
西
三
ノ
丸
内
の
藩
儒
石
川
正
恒
︵
麟
州
︶
宅
に
書
斎
を
設
け
︑
思
永
斎
と
名

付
け
た
こ
と
を
そ
の
淵
源
と
し
て
い
る
︒
一
七
八
八
︵
天
明
八
︶
年
に
文
武
を

統
一
し
て
思
永
館
と
改
称
し
︑
以
来
約
八
〇
年
間
︵
思
永
斎
か
ら
数
え
れ
ば
一

一
〇
年
間
︶︑
小
笠
原
藩
の
藩
校
と
し
て
存
続
し
て
き
た
︒
一
貫
し
て
京
学
系

朱
子
学
の
学
統
を
守
り
︑
石
川
正
恒
︵
麟
州
︶
─
石
川
彦
岳
─
矢
島
伊
浜
と
い

う
学
問
的
な
継
承
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

講
習
内
容
︵
習
読
書
目
︶
に
つ
い
て
は
︑
一
八
四
三
︵
天
保
一
四
︶
年
に
当

時
の
頭
取
矢
島
伊
浜
に
よ
っ
て
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
改
正

に
つ
い
て
新
谷
恭
明
は
︑
矢
島
伊
浜
の
﹁
此
の
時
藩
学
漸
く
萎
靡
の
兆
あ
り︶

23
︵

﹂

と
い
う
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
幕
府
や
諸
藩
に
よ
る
天
保
の
改
革

の
一
環
と
し
て
綱
紀
粛
正
や
財
政
立
直
し
を
図
る
﹁
時
務
﹂
に
応
ず
る
と
い
う

危
機
感
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
習
読
書
目
を
朱
子
学
の
原
点
で
あ
る
孝

経
︑
四
書
︑
五
経
の
基
本
か
ら
始
め
る
こ
と
に
改
め
る
こ
と
で
︑
当
時
の
藩
士

の
﹁
時
代
に
押
さ
れ
て
浮
つ
い
た
風
潮
を
引
き
締
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
動
し

つ
つ
あ
る
時
代
に
対
応
し
て
い
く
﹂
た
め
の
改
正
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る︶

24
︵

︒
こ
の
天
保
の
改
革
の
際
に
確
認
さ
れ
た
小
笠
原
藩
の
学
校
観
・
教

育
観
が
香
春
へ
撤
退
し
た
時
期
に
お
い
て
も
定
着
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
一
八

六
七
︵
慶
応
三
︶
年
の
香
春
で
の
思
永
館
再
興
は
︑
ま
さ
に
敗
戦
か
ら
の
藩
政

の
立
て
直
し
と
い
う
非
常
時
に
応
ず
る
た
め
の
時
務
と
し
て
な
さ
れ
た
政
策
で

あ
っ
た
と
い
え
る︶

25
︵

︒

翌
年
の
一
八
六
八
︵
明
治
元
︶
年
十
一
月
に
藩
庁
の
豊
津
へ
の
再
移
転
が
決

定
す
る
と
︑
そ
れ
と
同
時
に
思
永
館
も
豊
津
に
移
る
こ
と
が
決
ま
り
︑
一
八
六

九
︵
明
治
二
︶
年
一
月
に
は
名
称
が
思
永
館
か
ら
育
徳
館
に
改
め
ら
れ
る
︒
そ

し
て
三
月
に
は
校
舎
の
建
築
工
事
が
始
ま
っ
て
い
る
︒

新
藩
校
育
徳
館
は
一
八
七
〇
︵
明
治
三
︶
年
一
月
に
開
校
し
た
︒
開
校
当
初

こ
そ
講
習
内
容
も
従
前
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
年
の
秋
に
育
徳
館
は
︑

講
習
科
目
に
洋
学
を
取
り
入
れ
て
い
る
︒
即
ち
︑
一
八
七
〇
︵
明
治
三
︶
年
十

月
に
大
橋
︵
現
在
の
行
橋
市
︶
に
洋
学
校
を
開
い
た
︒

豊
津
は
最
初
︑
難
行
原
と
よ
ば
れ
て
い
た
原
野
で
あ
っ
た
が
︑
天
保
年
間
に

は
錦
原
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
開
墾
さ
れ
た
新
開
地
で
︑
明
治
元
年
に
こ
こ
へ
の

藩
庁
移
転
が
藩
士
の
投
票
に
よ
っ
て
決
定
し
た
際
に
豊
津
と
改
称
さ
れ
て
い

る︶
26
︵

︒
豊
津
に
移
転
し
た
小
笠
原
藩
は
人
心
一
新
し
て
対
長
州
戦
以
来
の
疲
弊
か

ら
立
て
直
し
を
図
る
決
意
に
あ
ふ
れ
て
お
り
︑
ア
メ
リ
カ
人
を
雇
っ
て
蒸
気
船

の
操
縦
と
機
関
に
つ
い
て
の
技
術
講
習
を
始
め
た
り
︑
藩
士
を
イ
ギ
リ
ス
へ
留

学
さ
せ
た
り
し
て
い
る
︒
一
八
七
〇
︵
明
治
三
︶
年
に
政
府
に
届
け
出
た
所
有

三
三



兵
器
の
な
か
に
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
三
門
︑
大
砲
六
四
門
︑
外
国
製
小
銃
三

九
〇
〇
挺
余
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば︶

27
︵

︑
軍
事
面
で
の
整
備
も
急

速
に
進
ん
だ
と
思
わ
れ
︑
藩
校
へ
の
洋
学
の
導
入
も
こ
の
人
心
一
新
︑
藩
政
立

て
直
し
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

元
来
小
笠
原
藩
は
洋
学
へ
の
関
心
が
薄
く
︑
医
学
の
領
域
で
す
ら
ほ
と
ん
ど

洋
学
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
近
隣
諸
藩
に
比
べ
て
洋
学
研
究
は
立
ち

遅
れ
て
い
た︶

28
︵

︒
最
初
の
洋
学
校
が
豊
津
で
は
な
く
大
橋
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
古
賀
武
夫
は
︑﹁
洋
学
を
拒
否
す
る
勢
力
が
豊
津
に
居
た
こ
と
︑
洋
学

を
学
ぶ
こ
と
を
希
望
す
る
徳
人
層
が
大
橋
・
行
事
両
村
に
住
ん
で
い
た
こ
と
の

二
つ
の
事
情
が
重
な
り
合
っ
て
実
現
し
た
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う︶

29
︵

﹂
と
し
て
い
る

が
︑
豊
津
は
藩
庁
な
ど
の
行
政
機
関
が
集
中
し
た
町
で
あ
る
の
に
対
し
︑
大

橋
︑
行
事
は
海
に
面
し
た
商
業
地
域
と
し
て
幕
末
以
来
︑
経
済
的
に
急
成
長
し

て
き
た
場
所
で
あ
る
︒
洋
学
校
の
入
学
者
の
中
に
行
事
村
の
百
姓
身
分
の
者
が

い
る
こ
と
か
ら
も︶

30
︵

︑
洋
学
を
受
入
れ
る
基
盤
の
あ
っ
た
大
橋
に
お
い
て
︑
ま

ず
洋
学
教
育
を
確
立
し
︑
そ
の
後
時
機
を
み
て
豊
津
の
育
徳
館
に
移
す
計
画
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

小
笠
原
藩
は
一
八
七
一
︵
明
治
四
︶
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
フ
ハ
ン
・
カ
ス
テ
ー

ル
を
教
師
と
し
て
採
用
し
︑
洋
学
教
育
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
た︶

31
︵

︒
カ
ス
テ
ー
ル

が
小
笠
原
藩
の
東
京
藩
邸
を
経
て
大
橋
の
洋
学
校
に
着
任
し
た
の
は
九
月
十
四

日
で
あ
り
︑
こ
れ
を
機
に
大
橋
洋
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
日
本
人
教
師
と

一
部
の
生
徒
を
豊
津
の
育
徳
館
に
移
し
て
︑
以
後
洋
学
は
豊
津
と
大
橋
の
両
方

で
行
う
こ
と
に
な
っ
た︶

32
︵

︒
そ
し
て
一
八
七
三
︵
明
治
六
︶
年
四
月
︑
よ
う
や
く

カ
ス
テ
ー
ル
を
豊
津
の
育
徳
館
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒

新
谷
恭
明
は
︑
カ
ス
テ
ー
ル
が
豊
津
に
着
任
し
て
以
後
︑
育
徳
館
は
洋
学
を

主
と
す
る
中
学
校
へ
と
転
換
し
︑﹁
言
わ
ば
藩
校
か
ら
近
代
の
学
校
へ
と
脱
皮

し
た
﹂
と
し
て
い
る
が︶

33
︵

︑
洋
学
に
関
心
の
薄
か
っ
た
小
笠
原
藩
が
短
期
間
の
う

ち
に
藩
校
を
洋
学
化
・
近
代
化
す
る
ほ
ど
の
変
革
を
遂
げ
た
原
因
に
は
︑
対
長

州
戦
争
の
敗
北
が
動
機
付
け
と
な
っ
た
強
い
時
務
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
時
期
の
小
笠
原
藩
た
だ
一
人
の
洋
学
者
で
あ
っ

た
吉
雄
正
安
が
︑
一
八
六
九
︵
明
治
二
︶
年
七
月
十
九
日
に
育
徳
館
の
蔵
書
買

付
の
た
め
に
大
阪
に
赴
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る︶

34
︵

︒

小
笠
原
藩
の
藩
校
蔵
書
は
︑
そ
の
一
部
が
小
倉
城
か
ら
救
出
さ
れ
た
後
に
も

補
充
さ
れ
︑
香
春
︑
豊
津
で
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
こ
の
明
治

二
年
の
補
充
は
大
橋
洋
学
校
の
設
立
に
備
え
た
も
の
で
︑
急
い
で
洋
学
教
育
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
藩
の
時
務
意
識
が
表
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

周
知
の
よ
う
に
対
長
州
戦
に
お
い
て
は
長
州
軍
が
洋
風
の
軍
隊
を
駆
使
し
て
い

た
の
に
対
し
︑
小
笠
原
軍
は
﹁
悠
々
山
家
流
ノ
軍
鼓
ヲ
鳴
ラ
シ
︑
螺
ヲ
吹
ク
︒

兵
士
之
ト
和
シ
テ
緩
歩
︑
其
状
吐
綬
鶏
ノ
歩
ス
ル
ガ
如
ク
︑
意
気
揚
々
本
丸
ヲ

出
テ
室
町
︑
京
町
ヲ
経
テ
門
司
口
ヨ
リ
進
軍
ス
︒
其
行
装
或
ハ
甲
冑
ヲ
著
シ
︑

或
ハ
烏
帽
子
直
衣
ノ
者
ア
リ
︒
黄
又
ハ
緋
羅
紗
ノ
陣
羽
ヲ
服
シ
︒
陣
笠
ヲ
被
フ

ル
ア
リ
︒
手
ニ
弓
槍
ヲ
持
ア
リ
︒
又
僕
ヲ
シ
テ
槍
ヲ
捧
ケ
シ
ム
ル
ア
リ
︒
鉄
棒

ヲ
提
ク
ル
ア
リ
︑
銃
ヲ
荷
フ
ア
リ
︑
総
テ
頭
額
ニ
白
鉢
巻
ヲ
ナ
シ
︑
概
ネ
切
鞋

ヲ
穿
ツ︶

35
︵

﹂
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
で
︑
敗
戦
の
原
因
の
一
端
が
こ
の
軍
事
面

三
四



で
の
不
備
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
洋
学
推
進
の
要
因

の
一
つ
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

幻
の
藩
都
小
倉

以
上
の
よ
う
に
︑
小
笠
原
藩
に
お
け
る
時
務
意
識
は
長
州
戦
争
の
敗
戦
を
機

に
高
ま
り
︑
そ
の
顕
わ
れ
と
し
て
の
藩
校
教
育
の
再
編
と
拡
充
の
な
か
で
︑
洋

学
な
ど
の
新
た
な
読
書
も
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
長
州

藩
で
は
︑
い
わ
ば
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
と
い
う
幕
末
以
来
の
積
年
の
﹁
時

務
﹂
を
行
う
た
め
に
︑
思
永
館
本
ま
で
も
活
用
し
て
読
書
が
続
け
ら
れ
て
い

た
︒小

笠
原
藩
に
と
っ
て
︑
長
州
藩
の
影
響
が
な
け
れ
ば
香
春
・
豊
津
で
の
藩
校

の
再
興
や
大
橋
洋
学
校
の
設
立
は
な
く
︑
そ
の
結
果
と
し
て
の
藩
校
育
徳
館
の

近
代
学
校
へ
の
転
換
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
あ
ら
た
め
て

注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
の
時
期
に
高
ま
っ
た
小
笠
原
藩
の
時
務
意
識
の
発
露
と

し
て
の
教
育
政
策
や
︑
そ
の
発
展
形
と
し
て
の
明
治
期
以
降
の
旧
藩
領
へ
の
支

援
・
育
英
事
業
の
対
象
が
︑
ま
さ
に
長
州
戦
争
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
け
に
︑

藩
都
小
倉
で
は
な
く
新
天
地
の
豊
津
に
お
い
て
︑
藩
校
教
育
と
そ
の
後
継
と
し

て
の
中
学
校
の
設
立︶

36
︵

︑
士
族
授
産
会
社
や
銀
行
の
設
立
な
ど
に
集
中
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

小
倉
城
の
落
城
後
も
小
倉
を
含
む
企
救
郡
で
の
戦
闘
は
続
い
た
が
︑
一
八
六

七
︵
慶
応
三
︶
年
一
月
に
両
藩
の
講
和
が
成
立
し
︑
講
和
条
約
に
基
づ
い
て
企

救
郡
は
長
州
藩
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒
小
倉
城
下
の
弱
体
化
に
つ
い

て
︑
北
九
州
市
史
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
︒

　

 

小
倉
城
自
焼
で
城
下
町
商
人
の
多
く
は
避
難
し
︑
避
難
先
か
ら
帰
っ
て
来

ず
︑
特
に
西
曲
輪
の
焼
け
跡
は
容
易
に
復
興
の
兆
し
を
見
せ
ず
荒
廃
の
ま

ま
に
放
置
さ
れ
た
︒
藩
庁
の
置
か
れ
た
田
川
郡
香
春
は
中
原
屋
︵
中
原
嘉

左
右
︶
を
は
じ
め
大
商
人
が
藩
の
用
を
達
し
︑
行
事
・
大
橋
︵
現
在
の
行

橋
市
︶
だ
け
で
も
30
件
の
小
倉
城
下
町
商
人
が
避
難
で
滞
在
し
︑
そ
こ
で

商
業
活
動
を
営
ん
で
い
た
︒
︙
い
ず
れ
に
せ
よ
長
州
藩
占
領
下
と
い
う
制

限
で
自
由
な
商
売
は
で
き
ず
︑
多
く
の
商
人
た
ち
は
帰
っ
て
こ
ず
︑
小
倉

の
商
業
界
は
大
き
く
弱
体
化
し
た
︒
諸
商
品
は
︑
ど
ん
ど
ん
安
値
で
他
領

か
ら
入
っ
て
き
た︶

37
︵

︒

長
州
藩
に
よ
る
企
救
郡
の
占
領
支
配
は
︑
こ
の
後
一
八
七
〇
︵
明
治
三
︶
年

二
月
の
日
田
県
出
張
所
の
設
置
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
︒
一
八
六
九
︵
明
治

二
︶
年
六
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
版
籍
奉
還
の
際
︑
小
笠
原
藩
は
企
救
郡
を
旧
藩

主
小
笠
原
知
藩
事
の
管
轄
下
に
移
す
よ
う
政
府
と
交
渉
を
重
ね
て
い
た
が
実
現

せ
ず
︑
結
局
日
田
県
の
管
轄
下
と
な
っ
た
も
の
で
︑
日
田
県
の
管
轄
と
い
っ
て

も
実
際
は
長
州
藩
に
よ
る
占
領
が
続
い
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る︶

38
︵

︒

こ
の
占
領
期
に
続
い
て
一
八
七
一
︵
明
治
四
︶
年
七
月
︑
廃
藩
置
県
に
よ
り

豊
津
藩
は
豊
津
県
と
な
り
︑
企
救
郡
は
政
府
直
轄
地
と
し
て
の
日
田
県
の
管
轄

下
に
お
か
れ
た
︒
し
か
し
そ
の
四
か
月
後
の
十
一
月
に
は
︑
全
国
的
な
県
の
統

廃
合
に
よ
り
豊
津
県
︑
千
束
県
︑
企
救
郡
︑
そ
れ
に
中
津
県
を
加
え
て
豊
前
一

三
五



国
で
の
小
倉
県
が
誕
生
し
た
︒
こ
の
時
点
で
小
倉
は
再
び
小
笠
原
藩
の
藩
都
と

し
て
蘇
生
し
た
と
い
え
る
が
︑
そ
れ
も
束
の
間
︑
四
年
後
の
一
八
七
六
︵
明
治

九
︶
年
に
小
倉
県
は
福
岡
県
と
合
併
︵
中
津
県
は
大
分
県
と
合
併
︶
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
︒

小
倉
は
関
門
海
峡
に
面
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
筑
前
・
豊
後
・
田
川
に
い
た

る
分
岐
点
に
あ
た
り
︑
九
州
統
治
の
要
所
で
あ
る
こ
と
は
幕
政
時
代
か
ら
変
わ

ら
な
い
︒
新
政
府
は
一
八
七
一
︵
明
治
四
︶
年
四
月
に
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て

軍
制
を
確
立
し
︑
東
京
に
薩
摩
藩
︑
長
州
藩
︑
土
佐
藩
を
中
心
と
す
る
軍
団
を

設
置
し
て
東
北
の
石
巻
に
東
山
道
鎮
台
︑
九
州
の
小
倉
に
西
海
道
鎮
台
を
置
い

た
︒
政
府
は
こ
の
武
力
を
背
景
に
廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
の
で
あ
り
︑
廃
藩
置

県
を
実
現
す
る
た
め
に
小
倉
の
西
海
道
鎮
台
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
以
後
小
倉
は
旧
城
下
町
と
し
て
で
は
な

く
︑
政
府
︵
軍
︶
の
直
轄
地
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
こ
と
に
な
る
︒

一
八
九
四
︵
明
治
二
七
︶
年
の
日
清
戦
争
の
際
に
は
︑
小
倉
は
﹁
旅
団
の
出

兵
や
召
集
兵
や
物
資
調
達
の
商
人
の
出
入
り
な
ど
で
騒
々
し
く︶

39
︵

﹂
な
っ
た
が
︑

そ
の
後
の
軍
備
拡
張
政
策
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
新
設
の
第
十
二
師
団
が
小
倉
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
広
島
以
西
の
四
個
師
団
を
管
轄
す
る
西
部
都
督
府

が
一
八
九
六
︵
明
治
二
九
︶
年
に
小
倉
に
開
庁
し
た
︒
一
八
九
八
︵
明
治
三
一
︶

年
に
は
小
倉
城
内
に
師
団
司
令
部
が
開
庁
す
る
の
に
伴
っ
て
憲
兵
隊
・
衛
戍
監

獄
・
兵
器
支
廠
が
設
け
ら
れ
︑
あ
わ
せ
て
新
設
の
歩
兵
や
騎
兵
︑
野
砲
︑
工
兵

ほ
か
の
連
隊
が
小
倉
郊
外
の
北
方
に
駐
屯
し
た
︒﹁
将
校
た
ち
の
多
く
は
小
倉

の
町
に
住
み
︑
休
日
に
は
北
方
の
兵
営
か
ら
外
出
し
て
く
る
兵
士
た
ち
で
︑
小

倉
の
町
に
は
軍
服
姿
が
は
ん
ら
ん︶

40
︵

﹂
し
︑
新
聞
で
も
﹁
数
年
前
ま
で
は
商
業
沈

静
し
市
家
寂
寞
の
観
あ
り
し
小
倉
の
地
は
昨
年
来
俄
か
に
活
気
を
帯
来
た
り
此

の
進
運
に
伴
ふ
て
著
し
き
現
象
を
見
る
も
の
は
自
今
市
中
に
一
家
の
空
家
を
見

さ
る
こ
と
︑
地
価
の
騰
貴
せ
し
事
等
の
一
端
を
窺
知
す
る
に
足
る︶

41
︵

﹂
と
報
じ
ら

れ
る
ほ
ど
に
な
る
︒
そ
し
て
つ
い
に
人
口
が
三
万
人
を
超
え
︑
一
九
〇
〇
︵
明

治
三
三
︶
年
四
月
の
市
制
施
行
に
至
っ
た
︒

市
制
施
行
に
伴
っ
て
学
校
な
ど
の
都
市
施
設
の
整
備
も
進
め
ら
れ
た
が
︑
中

学
校
に
つ
い
て
は
︑
豊
津
と
は
異
な
り
設
置
が
遅
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
一
八
七

九
︵
明
治
一
二
︶
年
九
月
︑
福
岡
県
は
学
制
に
基
づ
い
て
久
留
米
︑
柳
河
︑
豊

津
に
中
学
校
を
設
置
し
た
︒
既
設
の
福
岡
中
学
校
を
加
え
て
こ
の
時
点
で
県
下

に
四
中
学
校
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
︑
小
倉
に
は
豊
津
中
学
小
倉
分
校
と

し
て
一
八
八
〇
︵
明
治
一
三
︶
年
十
一
月
に
小
倉
鳥
町
の
西
蓮
寺
を
仮
校
舎
と

し
て
開
校
し
て
い
る
︒
設
立
資
金
と
し
て
企
救
郡
教
育
会
が
二
百
円
を
提
供

し
︑
不
足
分
は
有
志
の
寄
付
に
よ
っ
た
と
い
う
︒
と
こ
ろ
が
県
費
か
ら
の
補
助

金
が
明
治
十
七
年
度
限
り
で
廃
止
に
な
り
︑
職
員
を
減
給
し
て
存
続
し
た
が
︑

一
八
八
六
︵
明
治
一
九
︶
年
に
は
︑
小
学
校
令
に
よ
る
高
等
小
学
校
へ
の
転
換

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
42

︒

そ
の
後
︑
県
立
の
中
学
校
と
し
て
小
倉
中
学
校
︵
現
在
の
県
立
小
倉
高
等
学

校
︶
が
設
立
さ
れ
る
の
は
二
十
年
後
の
一
九
〇
八
︵
明
治
四
一
︶
年
で
あ
り
︑

小
倉
市
及
び
附
近
各
郡
各
市
町
が
共
同
で
中
学
校
敷
地
一
万
坪
と
設
備
費
一
万

円
を
寄
付
す
る
こ
と
で
設
立
さ
れ
て
い
る︶

43
︵

︒

一
方
︑
豊
津
中
学
︵
前
県
立
豊
津
高
等
学
校
︑
現
在
の
県
立
育
徳
館
高
等
学

三
六



校
︶
の
場
合
︑
一
八
七
三
︵
明
治
六
︶
年
の
藩
校
育
徳
館
と
大
橋
洋
学
校
を
合

併
し
た
私
立
育
徳
学
校
の
学
制
下
の
中
学
校
と
し
て
の
存
続
危
機
に
続
き
︑
一

八
八
六
︵
明
治
一
九
︶
年
の
中
学
校
令
改
正
に
よ
る
県
立
中
学
校
と
し
て
の
存

続
危
機
の
際
に
も
︑
小
笠
原
家
︵
当
主
小
笠
原
忠
忱
︶
か
ら
の
支
援
に
よ
っ
て

乗
り
切
っ
て
い
る︶

44
︵

︒

小
倉
市
立
図
書
館
と
小
笠
原
藩

一
九
〇
〇
︵
明
治
三
三
︶
年
一
月
に
小
倉
町
議
会
が
福
岡
県
知
事
に
提
出
し

た
市
制
施
行
の
具
申
書
の
中
で
︑
当
時
の
小
倉
町
長
大
神
輔
義
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒

　

 

我
小
倉
町
ハ
元
ト
小
笠
原
家
ノ
城
下
ニ
シ
テ
全
国
中
著
名
都
市
ノ
一
ナ
リ

キ
︒
然
ル
ニ
慶
応
二
年
国
難
ニ
際
シ
小
笠
原
家
居
城
ヲ
豊
前
国
豊
津
村
ニ

移
転
セ
ラ
ル
ゝ
ヤ
︑
三
千
八
百
有
余
ノ
士
族
ハ
勿
論
其
他
商
家
ニ
至
ル
迄

国
内
各
地
ニ
散
住
シ
為
ニ
一
朝
過
半
ノ
戸
口
ヲ
失
ヒ
土
地
ノ
荒
廃
︑
商
業

ノ
衰
頽
亦
名
状
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
悲
境
ニ
至
レ
リ
︒
然
リ
而
シ
テ
元
ト
小

倉
ノ
地
勢
タ
ル
︑
九
州
ノ
咽
喉
ニ
当
リ
︑
四
通
八
達
最
モ
商
業
工
業
ノ
要

地
タ
ル
ヲ
以
テ
廃
藩
置
県
ノ
当
時
小
倉
県
ヲ
置
カ
レ
シ
際
ヨ
リ
漸
ヲ
追
フ

テ
復
旧
ノ
趨
勢
ニ
赴
キ
ツ
ツ
ア
リ︶

45
︵

小
笠
原
藩
の
藩
都
と
し
て
発
展
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
小
倉
が
﹁
一
朝
過
半
ノ

戸
口
ヲ
失
﹂
い
﹁
土
地
ノ
荒
廃
﹂
に
み
ま
わ
れ
た
後
︑
地
勢
上
の
要
所
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
﹁
軍
都
﹂
と
し
て
復
興
す
る
の
だ
が
︑
こ
の
小
倉
に
近
代
図
書
館

︵
読
書
施
設
︶
が
設
立
さ
れ
た
の
は
︑
一
八
八
八
︵
明
治
二
一
︶
年
十
一
月
の

私
立
企
救
郡
教
育
会
に
よ
る
﹁
企
救
郡
書
籍
縦
覧
所
﹂
が
最
初
で
あ
る
︒
教
育

会
の
会
員
や
教
育
関
係
の
有
志
に
図
書
や
器
械
・
標
本
な
ど
の
教
材
の
寄
贈
・

寄
託
を
求
め
た
上
で
醵
金
に
よ
り
運
営
し
た
が
︑
運
営
資
金
の
不
足
の
た
め
に

一
八
九
七
︵
明
治
三
〇
︶
年
に
解
散
し
て
い
る︶

46
︵

︒
そ
の
後
︑
一
八
九
九
︵
明
治

三
二
︶
年
の
図
書
館
令
の
公
布
と
同
三
三
年
の
市
制
施
行
を
う
け
て
小
倉
市
が

図
書
館
設
立
を
計
画
し
た
が
︑
こ
れ
も
資
金
不
足
の
た
め
に
実
現
せ
ず
︑
一
九

一
一
︵
明
治
四
四
︶
年
に
至
っ
て
︑
小
倉
市
教
育
支
会
に
よ
り
市
内
の
小
学
校

教
員
研
究
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
﹁
読
書
趣
味
を
養
成
し
︑
自
己
の
修
養
に

資
し
︑
兼
て
教
育
上
の
理
論
及
び
実
際
を
研
究
﹂
す
る
目
的
で
︑
教
育
会
に

よ
っ
て
﹁
小
倉
市
小
学
校
教
員
修
養
会
図
書
館
﹂
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な

る︶
47
︵

︒こ
の
﹁
修
養
会
図
書
館
﹂
が
︑
一
九
二
二
︵
大
正
一
一
︶
年
四
月
に
︑
東
宮

の
欧
州
外
遊
帰
朝
を
記
念
し
た
﹁
小
倉
市
立
記
念
図
書
館
﹂
と
し
て
市
に
移
管

さ
れ
︑
現
在
の
北
九
州
市
立
中
央
図
書
館
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
︑
小
倉
に
お
い
て
は
︑
前
身
と
な
っ
た
の
が
教
育
会
に
よ
る
読
書
施
設
で
あ

る
だ
け
に
︑
図
書
館
に
旧
藩
蔵
書
が
継
承
さ
れ
ず
︑
旧
藩
の
教
育
政
策
の
延
長

と
し
て
の
支
援
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
︑
旧
時
代
の
文
化
と
の
断
絶
を
生

じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
︑
小
倉
だ
け
で
な
く
現

在
の
北
九
州
市
立
図
書
館
を
構
成
し
て
い
る
旧
門
司
︑
戸
畑
︑
八
幡
︑
若
松
の

各
市
の
図
書
館
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒

三
七



そ
の
大
部
分
が
小
笠
原
家
豊
津
別
邸
か
ら
県
立
豊
津
高
等
学
校
に
引
き
継
が

れ
た
小
笠
原
文
書
の
一
部
︵
一
六
五
点
︶
が
︑
小
笠
原
家
か
ら
北
九
州
市
立
小

倉
図
書
館
に
移
譲
さ
れ
た
の
は
一
九
七
一
︵
昭
和
四
六
︶
年
の
こ
と
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

近
代
図
書
館
の
成
立
過
程
に
お
け
る
旧
藩
の
時
務
意
識
の
影
響
を
︑
北
九
州

市
立
図
書
館
︵
小
倉
市
立
図
書
館
︶
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
︑
そ
こ
に
は
第
二

次
長
州
戦
争
に
よ
る
長
州
藩
の
影
響
を
大
き
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

時
務
意
識
に
お
い
て
先
進
の
長
州
軍
に
敗
れ
た
こ
と
に
よ
り
小
笠
原
藩
の
時

務
意
識
が
高
ま
り
︑
藩
校
教
育
の
再
興
や
洋
学
の
導
入
に
伴
っ
て
小
笠
原
文
書

の
補
充
と
継
承
も
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
本
来
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

藩
都
小
倉
で
の
近
代
図
書
館
の
成
立
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
し
か
し

そ
れ
は
︑
小
笠
原
藩
が
小
倉
を
撤
退
し
長
州
藩
に
明
け
渡
す
と
い
う
︑
ま
さ
に

敗
戦
の
結
果
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
小
倉
の
図
書
館
が
小
笠
原
藩
の
文
化
遺
産
を

継
承
す
る
と
い
う
近
世
と
近
代
の
接
続
は
︑
こ
の
段
階
で
は
成
立
し
得
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
︑
現
在
の
北
九
州
市
立
図
書
館
も
︑
小
笠
原
藩
と
長

州
藩
と
い
う
旧
藩
の
影
響
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
︒

 

注

 

︵
１
︶ 

小
川
徹
﹁
前
近
代
に
お
け
る
図
書
館
史
は
ど
う
描
け
る
の
か
﹂﹃
図
書
館

文
化
史
研
究
﹄
一
三
号
︑
一
九
九
六
年
:
一
頁
︒

 

︵
２
︶ 

﹃
講
座
日
本
教
育
史 

５ 

研
究
動
向
と
問
題
点
﹄
第
一
法
規
出
版
︑
一
九

八
四
年
:
一
一
〇
頁
︒

 

︵
３
︶ 

新
谷
恭
明
﹁
明
治
期
の
中
等
教
育
に
於
け
る
二
つ
の
接
続
﹂﹃
近
代
日
本

研
究
﹄
三
一
号
︑ 

慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
︑ 

二
〇
一
四
年
:
五
一

頁
︒

 

︵
４
︶ 

永
末
十
四
雄 

﹃
日
本
公
共
図
書
館
の
形
成
﹄
一
九
八
四
年
:
七
四

－

七
五

頁
︒

 

︵
５
︶ 

伊
東
達
也
﹁
県
立
図
書
館
の
成
立
過
程
に
お
け
る
近
世
と
近
代
の
接
続
に

つ
い
て
:
鍋
島
家
に
よ
る
佐
賀
図
書
館
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
教
育
基

礎
学
研
究
﹄
一
七
号
︑
二
〇
二
〇
年
︒

 

︵
６
︶ 

島
津
斉
彬
﹁
十
ヶ
条
訓
論
﹂ ﹃
日
本
教
育
史
資
料
﹄
三
:
二
八
二

－

二
八

六
頁
︒

 

︵
７
︶ 

当
時
の
小
倉
藩
の
記
録
に
﹁
採
銅
所
町
仮
政
府
ヲ
香
春
町
ニ
移
シ
御
茶
屋

ヲ
以
テ
仮
政
府
ト
ナ
シ
﹂
と
あ
る
︵
毛
利
家
文
庫66-43-10-7

﹁
慶
応
二

年
十
月
小
倉
藩
記
長
州
戦
争
始
末 

七
﹂
山
口
県
立
文
書
館
所
蔵
︶︒

 

︵
８
︶ 
北
九
州
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
北
九
州
市
史 

近
世
﹄
北
九
州
市
︑
一

九
九
〇
年
:
九
〇
二
頁
︒

 

︵
９
︶ 

山
縣
有
朋
﹁
懐
舊
記
事
巻
之
四
﹂﹃
山
縣
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄

三
八



マ
ツ
ノ
書
店
︑
二
〇
一
二
年
:
一
六
八
頁
︒

 

︵
10
︶ 
下
関
市
市
史
編
集
委
員
会
校
訂
﹃
白
石
正
一
郎
日
記
﹄
下
関
市
︑
一
九
五

九
年
:
七
〇
頁
︒

 

︵
11
︶ 

維
新
回
廊
構
想
推
進
協
議
会
﹃
維
新
史
回
廊
だ
よ
り
﹄
二
七
号
︑
山
口
県

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
文
化
振
興
課
︑
二
〇
一
七
年
:
三
頁
︒

 

︵
12
︶ 

﹁
福
岡
県
指
定
文
化
財
小
笠
原
文
庫
﹂﹃
み
や
こ
町
歴
史
民
俗
博
物
館
だ
よ

り
﹄
四
号
︑
み
や
こ
町
歴
史
民
俗
博
物
館
︑
二
〇
〇
六
年
︒

 

︵
13
︶ 

﹃
福
岡
県
指
定
文
化
財
小
笠
原
文
庫
目
録
﹄
福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校
錦

陵
同
窓
会
︑
二
〇
〇
六
年
︒

 

︵
14
︶ 

青
木
正
児﹁
奇
兵
隊
の
戦
利
品
﹂﹁
奇
兵
隊
の
読
書
欲
﹂﹃
青
木
正
児
全
集
﹄

七
巻
︑
春
秋
社
︑
一
九
七
〇
年
:
三
五
七

－
三
六
〇
頁
︒

 

︵
15
︶ 

田
中
彰
監
修
﹃
定
本
奇
兵
隊
日
記 

上
﹄
マ
ツ
ノ
書
店
︑
一
九
九
八
年
︒

 

︵
16
︶ 

﹁
奇
兵
隊
隊
法
上
申
書
﹂︵
田
中
彰
﹃
高
杉
晋
作
と
奇
兵
隊
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
五
:
一
八
頁
よ
り
引
用
︶

 

︵
17
︶ 

小
川
五
郎
﹁
奇
兵
隊
と
思
永
館
本
﹂﹃
防
長
文
化
史
雑
考
﹄
マ
ツ
ノ
書
店
︑

一
九
九
三
年
:
一
六
五
頁
︒

 

︵
18
︶ 

前
掲
11
:
四
頁
︒

 

︵
19
︶ 

平
野
邦
雄
・
飯
田
久
雄
﹃
福
岡
県
の
歴
史
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
︒

 

︵
20
︶ 

新
谷
恭
明
﹃
尋
常
中
学
校
の
成
立
﹄
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
:

一
一
四
頁
︒

 

︵
21
︶ 

﹃
福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校
七
十
年
史
﹄
一
九
五
八
年
︑
二
二
頁
︒

 

︵
22
︶ 

前
掲
20
:
一
二
〇
頁
︒

 

︵
23
︶ 

﹁
思
永
館
御
条
目
義
解
﹂
和
田
清
編
﹃
藩
校
思
永
館
﹄
小
倉
図
書
館
︑
一

九
五
四
年
:
九

－

二
〇
頁
︒

 

︵
24
︶ 

前
掲
20
:
一
一
七

－

一
一
九
頁
︒

 

︵
25
︶ 

前
掲
20
:
一
二
〇
頁
︒

 

︵
26
︶ 

友
石
孝
之
﹁
今
の
豊
津
昔
の
豊
津
﹂﹃
合
本
美
夜
古
文
化
﹄
美
夜
古
文
化

懇
話
会
︑
一
九
七
一
年
︒

 

︵
27
︶ 

豊
津
町
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
豊
津
町
史 

下
巻
﹄
豊
津
町
︑
一
九
九
八
年
:

八
二
頁
︒

 

︵
28
︶ 

前
掲
20
:
一
二
三
頁
︒

 

︵
29
︶ 

古
賀
武
夫
﹁
藩
校
育
徳
館
の
近
代
化
︵
五
︶﹂﹃
西
日
本
文
化
﹄
一
八
六
号
︒

 

︵
30
︶ 

前
掲
29
︒

 

︵
31
︶ 

﹁
豊
津
藩
庁
ノ
命
ヲ
奉
シ
タ
ル
渋
田
見
大
属
ト
︑和
蘭
人
フ
ハ
ン
カ
ス
テ
ー

ル
ト
ノ
約
定
書
﹂﹁
豊
前
の
洋
学
校
﹂﹃
福
岡
県
史
資
料
﹄
第
三
輯
︑
一
九

三
四
年
︒

 

︵
32
︶ 

﹁
豊
前
の
藩
校
及
び
洋
学
校
﹂﹃
福
岡
県
史
料
叢
書
﹄ 

第
四
輯
︑
一
九
四
八

年
︒

 

︵
33
︶ 

前
掲
20
:
一
二
八
頁
︒

 
︵
34
︶ 

﹃
中
原
嘉
左
右
日
記
﹄︵
西
日
本
文
化
協
会
︑
一
九
七
〇
年
︶﹁
七
月
十
九

日
朝
よ
り
雨
終
日
終
夜
強
雨
大
冷
気　

一　

吉
雄
正
安
先
生
今
日
御
用
︑

育
徳
館
書
籍
買
入
方
︑
登
坂
被
仰
付
候
事
﹂

 

︵
35
︶ 

﹁
小
倉
藤
田
弘
策
日
記
﹂﹃
福
岡
県
史
資
料
﹄
第
八
輯
︒

 

︵
36
︶ 

明
治
六
年
四
月
に
藩
校
育
徳
館
が
廃
校
に
な
り
︑
大
橋
洋
学
校
と
合
併
し

三
九



て
私
立
育
徳
学
校
と
な
っ
た
際
︑
そ
の
財
政
危
機
を
救
う
た
め
に
当
時
の

小
笠
原
家
当
主
小
笠
原
忠
忱
が
五
千
円
を
寄
付
し
て
学
校
の
存
続
に
全
面

的
に
協
力
し
て
い
る
︵
庄
山
奎
典
﹃
錦
陵
百
年
﹄
西
日
本
新
聞
社
︑
一
九

七
二
年
:
二
三
頁
︶︒

 

︵
37
︶ 

前
掲
８
:
九
一
四

－

九
一
五
頁
︒

 

︵
38
︶ 

米
津
三
郎
編
著
﹃
わ
が
町
の
歴
史
小
倉
﹄
文
一
総
合
出
版
︑一
九
八
一
年
:

一
八
四

－

一
八
五
頁
︒

 

︵
39
︶ 

前
掲
38
:
二
〇
八
頁
︒

 

︵
40
︶ 

前
掲
38
:
二
〇
九
頁
︒

 

︵
41
︶ 

﹃
門
司
新
報
﹄
一
八
九
六
︵
明
治
二
九
︶
年
四
月
二
一
日
︒

 

︵
42
︶ 

北
九
州
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
北
九
州
市
史 

近
代
・
現
代
︵
教
育
・

文
化
︶﹄
北
九
州
市
︑
一
九
八
六
年
:
三
八

－
四
〇
頁
︒

 

︵
43
︶ 

福
岡
県
立
小
倉
高
等
学
校
創
立
百
周
年
記
念
実
行
委
員
会
編
﹃
創
立
百
年

史
﹄
福
岡
県
立
小
倉
高
等
学
校
︑
二
〇
〇
八
年
:
二
八
頁
︒

 

︵
44
︶ 

福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校
七
十
年
史
編
集
委
員
会
編
﹃
福
岡
県
立
豊
津
高

等
学
校
七
十
年
史
﹄
福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校
︑
一
九
五
八
年
:
五
三

－

六
四
頁
︒

 

︵
45
︶ 

福
岡
県
小
倉
市
役
所
﹃
小
倉
市
誌
補
遺
﹄
一
九
五
五
年
:
一
九
二

－

一
九

三
頁
︒

 

︵
46
︶ 

北
九
州
市
立
中
央
図
書
館
編
﹃
北
九
州
市
立
図
書
館
誌
﹄
北
九
州
市
立
中

央
図
書
館
︑
一
九
八
六
年
:
七

－

八
頁
︒

 

︵
47
︶ 

前
掲
46
:
九
頁
︒

四
〇


