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研

究

肥
前
東
部
地
域
に
お
け
る
古
墳
時
代
前
期
・
中
期
の
埋
葬
施
設

重

藤

輝

行

一
︑
は
じ
め
に

九
州
に
お
け
る
古
墳
時
代
の
古
墳
等
に
見
ら
れ
る
埋
葬
施
設
は
地
域
︑
時
期
に
よ
っ

て
多
様
な
型
式
が
採
用
さ
れ
る
︒
埋
葬
施
設
の
中
に
は
九
州
に
集
中
し
て
分
布
す
る
装

飾
古
墳
︑
他
地
域
に
先
駆
け
て
出
現
︑
普
及
し
た
初
期
横
穴
式
石
室
な
ど
の
特
徴
的
な

も
の
も
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
こ
に
は
九
州
内
は
も
ち
ろ
ん
列
島
各
地
︑
朝
鮮
半
島
と
の
間

の
地
域
間
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
早
く
か
ら
九
州
の
地
域
性
を
示
す

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
︑
編
年
︑
地
域
性
を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題
に
関
す
る
多
く
の

研
究
の
蓄
積
が
あ
る
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
る
佐
賀
県
地
域
の
古
墳
時
代
埋
葬
施
設
に
つ
い
て
は
︑
田
平
徳
栄

氏
に
よ
る
古
墳
時
代
前
期
の
埋
葬
施
設
に
関
す
る
研
究
︵
田
平
一
九
八
九
︶
が
あ
る
︒

ま
た
︑
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
は
︑
小
松
譲
氏
が
中
期
に
属
す
る
初
期
横
穴
式
石
室
も

含
め
て
ま
と
め
て
い
る
︵
小
松
一
九
九
九
他
︶︒
こ
れ
ら
の
研
究
の
発
表
の
後
︑
さ
ら
に

資
料
の
増
加
が
進
む
と
と
も
に
︑
古
墳
の
時
期
決
定
に
も
影
響
を
与
え
る
在
地
の
土
師

器
編
年
も
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
筆
者
も
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
の
筑

前
・
筑
後
・
豊
前
北
部
地
域
の
埋
葬
施
設
の
検
討
を
進
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
こ
の
よ

う
な
先
行
研
究
と
資
料
の
充
実
を
承
け
て
︑
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
の
佐
賀
県
地
域
に

お
け
る
埋
葬
施
設
の
変
遷
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
︒

な
お
︑
本
稿
と
関
連
す
る
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
の
北
部
九
州
に
お
け
る
埋
葬
施
設

の
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
概
略
な
が
ら
別
稿
︵
重
藤
・
西
一
九
九
五
︶
で
ま
と
め
た
こ

と
が
あ
る
︒
筆
者
の
古
墳
埋
葬
施
設
の
研
究
に
関
す
る
問
題
意
識
も
述
べ
て
い
る
の

で
︑
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒

二
︑
方
法
と
デ
ー
タ

㈠

取
り
上
げ
る
埋
葬
施
設
の
種
類

古
墳
時
代
前
期
の
北
部
九
州
で
は
︑
割
竹
形
木
棺
あ
る
い
は
組
合
式
木
棺
の
直
葬
︑

箱
式
石
棺
が
前
方
後
円
墳
︑
前
方
後
方
墳
等
大
形
古
墳
の
主
体
部
と
な
る
例
も
少
な
く

な
い
︒
ま
た
︑
吉
留
秀
敏
氏
に
よ
れ
ば
︑
北
部
九
州
に
お
け
る
古
墳
時
代
前
期
の
埋
葬

施
設
は
︑
竪
穴
式
石
室
に
割
竹
形
木
棺
を
納
め
た
も
の
を
頂
点
と
し
︑
割
竹
形
木
棺
直

葬
が
こ
れ
に
次
ぐ
と
い
う
階
層
的
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
︵
吉
留
一
九
九
〇
︶︒
た
だ
︑

古
墳
時
代
中
期
に
な
る
と
木
棺
の
直
葬
︑
箱
式
石
棺
は
中
小
の
円
墳
・
方
墳
等
に
限
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
︵
重
藤
・
西
一
九
九
五
︶︒
一
方
︑
古
墳
時
代
中
期
後
半
の
北
部
九
州

で
は
初
期
横
穴
式
石
室
が
首
長
墓
は
も
ち
ろ
ん
︑
中
小
の
古
墳
に
も
普
及
し
︑
古
墳
時

代
後
期
に
な
る
と
横
穴
式
石
室
が
群
集
墳
で
も
中
心
的
な
埋
葬
施
設
と
な
る
︒

古
墳
埋
葬
施
設
に
つ
い
て
は
副
葬
品
の
豊
富
な
前
方
後
円
墳
等
の
首
長
墓
級
の
大
型

古
墳
に
注
目
が
あ
つ
ま
る
こ
と
が
多
い
が
︑
そ
の
他
の
古
墳
の
状
況
も
古
墳
時
代
の
地
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域
社
会
を
考
え
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
各
種
の
埋
葬
施
設
も
含
め
︑
そ

の
消
長
を
地
域
毎
に
跡
付
け
︑
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
階
層
に
そ
れ
ぞ
れ
の
埋
葬
施
設
が

採
用
さ
れ
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
︑
古
墳
時
代
に
お
け
る
地
域
性
の
理
解
の
た
め
に
は

必
要
と
な
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
首
長
墓
級
の
古
墳
に
限
ら
ず
︑
中
小
の
円
墳
・
方

墳
︑
墳
丘
の
不
明
な
も
の
ま
で
含
め
て
︑
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
に
ど
の
よ
う
な
埋
葬

施
設
が
用
い
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
か
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
こ
こ
で
は
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
の
佐
賀
県
内
︑
肥
前

東
部
地
域
に
存
在
す
る
次
の
よ
う
な
埋
葬
施
設
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
︒

石
棺
系
竪
穴
式
石
室

石
棺
系
竪
穴
式
石
室
は
︑
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
式
石
室
と
同

様
の
構
築
技
法
で
壁
体
を
つ
く
る
が
︑
最
大
の
相
違
点
は
木
棺
を
使
用
せ
ず
に
︑
箱
式

石
棺
と
同
様
に
直
葬
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
と
呼
ぶ
の
も
そ
の
た
め

で
あ
る
︒

こ
の
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
に
対
し
て
︑
中
間
研
志
氏
︵
一
九
八
六
︶
は
福
岡
県
朝
倉

市
柿
原
古
墳
群
の
例
を
中
心
と
し
て
︑
基
底
部
︑
平
面
形
に
注
目
し
て
分
類
し
︑
編
年

に
論
及
し
て
い
る
︒
対
象
資
料
で
は
平
面
プ
ラ
ン
の
変
異
は
そ
れ
ほ
ど
抽
出
で
き
な
い

の
で
︑
中
間
氏
の
述
べ
る
基
底
部
の
変
遷
を
参
考
に
︑
四
壁
と
も
基
底
部
か
ら
割
石
小

口
積
み
す
る
１
式
︵
図
１
の
１
︶︑
小
口
部
の
み
板
石
を
た
て
る
２
式
︵
図
１
の
２
︶︑

四
壁
と
も
基
底
部
に
板
石
を
た
て
る
３
式
︵
図
１
の
３
︶
に
分
類
し
た
︒
こ
の
順
番
で

の
変
化
を
想
定
す
る
が
︑
田
平
氏
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
共

伴
す
る
土
器
等
か
ら
︑
そ
の
前
後
関
係
や
時
間
的
位
置
づ
け
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
し

た
い
︒

割
竹
形
木
棺
の
直
葬

墓
壙
底
横
断
面
が
半
円
形
︑
あ
る
い
は
曲
線
を
な
す
刳
抜
式
木

棺
を
こ
れ
に
あ
て
︑
粘
土
槨
︑
割
竹
形
木
棺
直
葬
の
両
者
を
こ
こ
に
含
め
る
︒
本
稿
で

は
細
分
し
な
い
が
︑
純
粋
な
割
竹
形
木
棺
と
そ
れ
以
外
の
木
棺
の
差
︑
規
模
に
お
け
る

格
差
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
吉
留
一
九
八
九
︶︒
被
覆
粘
土
や
礫
床
を
も
つ
も

の
も
こ
こ
に
含
め
る
も
の
と
す
る
︒
な
お
︑
舟
形
木
棺
と
称
す
べ
き
も
の
も
あ
る
が
︑

刳
抜
式
の
木
棺
と
し
て
こ
こ
に
含
め
た
︒

組
合
式
木
棺
の
直
葬

板
材
を
箱
状
に
組
み
合
わ
せ
た
木
棺
を
直
葬
す
る
も
の
︒
ま
れ

に
礫
床
︑
板
石
の
蓋
を
持
つ
例
が
あ
る
︒

箱
式
石
棺

弥
生
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
埋
葬
施
設
で
あ
る
︒
ま
れ
に
︑
丁
寧
な
調
整

で
石
材
表
面
を
平
滑
に
加
工
し
︑
蓋
な
ど
に
突
起
を
持
つ
も
の
も
あ
る
が
︑
区
別
し
が

た
い
も
の
も
多
い
の
で
本
稿
で
は
一
括
し
て
い
る
︒

土
壙
墓

木
蓋
と
考
え
ら
れ
る
素
掘
り
土
壙
墓
で
あ
る
︒

石
蓋
土
壙
墓

素
掘
り
の
土
壙
墓
に
石
蓋
を
伴
う
も
の
︒

壺
棺

壺
等
の
土
器
を
用
い
た
埋
葬
施
設
で
︑
小
児
の
埋
葬
と
し
て
採
用
さ
れ
る
例
が

多
い
︒

重 藤 輝 行

2

３．石棺系竪穴式石室３式；吉野ヶ里町浦田２区 ST022（短
壁、長壁の最下段に板石、大形の塊石を設置）

２．石棺系竪穴式石室２式；佐賀市久保泉丸山 ST007（短
壁の最下段にのみ板石を設置）

１．石棺系竪穴式石室１式；佐賀市久保泉丸山 ST006（短
壁、長壁とも最下段から板石を小口積み）

図１ 石棺系竪穴式石室の細分（各報告書から転載）



初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類

大
型
の
初
期
横
穴
式
石
室
で
︑
玄
室
幅
一
・
五
ｍ
以
上
を
お

お
よ
そ
の
目
安
と
す
る
こ
と
と
し
た
︒
本
地
域
に
は
北
部
九
州
型
初
期
横
穴
式
石
室
に

加
え
て
︑
肥
後
型
と
北
部
九
州
型
の
折
衷
的
な
形
態
を
と
る
﹁
筑
肥
型
初
期
横
穴
式
石

室
﹂
が
集
中
し
て
い
る
が
︵
柳
沢
一
九
九
三
︶︑
こ
こ
で
は
北
部
九
州
型
と
一
括
す
る
こ

と
と
し
た
︒

初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ
類

初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
に
含
ま
れ
な
い
︑
狭
長
な
玄
室
の
初

期
横
穴
式
石
室
で
あ
る
︒

件
数
の
少
な
い
竪
穴
式
石
室
内
に
木
棺
・
石
棺
を
埋
置
し
た
埋
葬
施
設
︑
舟
形
石
棺
︑

長
持
形
石
棺
等
の
例
は
主
た
る
分
析
の
対
象
と
し
て
は
し
て
い
な
い
が
︑
重
要
な
も
の

も
多
い
︒
そ
こ
で
︑
デ
ー
タ
を
収
集
の
上
︑
補
足
的
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
︒

な
お
︑
筆
者
は
本
稿
と
同
様
の
検
討
を
他
地
域
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
︵
重
藤
・

西
一
九
九
五
︑
重
藤
二
〇
〇
七
︶︑
そ
の
際
は
階
層
差
を
的
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
成

人
用
の
埋
葬
施
設
の
み
を
対
象
と
し
︑
小
児
用
の
埋
葬
施
設
は
除
外
し
た
︒
し
か
し
︑

本
稿
で
は
小
児
用
の
埋
葬
施
設
の
割
合
︑
時
期
等
を
考
え
て
み
る
た
め
に
︑
あ
わ
せ
て

検
討
す
る
こ
と
と
し
た
︒

㈡

対
象
と
す
る
時
間
幅
と
時
期
区
分
に
つ
い
て

こ
こ
で
取
り
扱
う
古
墳
は
副
葬
品
の
少
な
い
小
規
模
な
も
の
ま
で
含
む
と
と
も
に
︑

箱
式
石
棺
・
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
・
初
期
横
穴
式
石
室
で
は
盗
掘
︑
攪
乱
の
影
響
を
受

け
た
も
の
も
多
い
︒
そ
の
た
め
︑﹃
前
方
後
円
墳
集
成
﹄
編
年
︵
近
藤
編
一
九
九
二
︶
の

よ
う
な
副
葬
品
の
組
合
せ
に
基
づ
い
た
時
期
区
分
は
適
用
し
に
く
い
︒
そ
こ
で
︑
古
墳

の
周
溝
や
︑
石
室
内
等
か
ら
断
片
的
な
形
で
あ
っ
て
も
出
土
す
る
こ
と
の
多
い
土
師

器
︑
須
恵
器
を
主
た
る
編
年
の
基
準
と
す
る
︒
土
師
器
は
筆
者
の
編
年
︵
重
藤
二
〇
〇

七
︶
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
︑
蒲
原
宏
行
氏
に
よ
る
古
墳
時
代
前
期
の
土
師
器
の
時

期
区
分
︵
蒲
原
一
九
九
一
︶︑
小
松
譲
氏
に
よ
る
古
墳
時
代
中
期
を
中
心
と
し
た
唐
津
市

梅
白
遺
跡
出
土
資
料
を
基
礎
と
し
た
古
墳
時
代
中
期
土
師
器
の
編
年
︵
小
松
二
〇
〇

三
︶︑
お
よ
び
﹃
前
方
後
円
墳
集
成
﹄
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
の
編
年
区
分
と
の
対
応
関

係
を
示
す
と
表
１
の
よ
う
に
な
る
︒
須
恵
器
に
つ
い
て
は
大
阪
府
陶
邑
古
窯
跡
群
に
お

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設

重 藤 輝 行

3

夕ヶ里式

小松2003
土師器編年

蒲原1991
土師器編年

田辺1981
須恵器編年

TK73

TK216

TK208

TK23

TK47

MT15

TK10

MT85

TK43

TK209

土師本村１式

表１ 本稿で用いる土師による時期区分と古墳編年・絶対年代

梅白遺跡３A期

梅白遺跡３B期

300年

400年

500年

600年

実年代

梅白遺跡４期

土師本村３式

土師本村２式

Ⅱ期

２期

Ⅰ期１期
前

期

重藤2009
土師器編年

『前方後円墳
集成』編年

古墳時代の
３期区分

８期

７期

Ⅳ期

６期

ⅢB期５期

ⅢA期４期

中

期

３期

Ⅶ期10期

Ⅵ期９期
後

期

Ⅴ期



け
る
編
年
︵
田
辺
一
九
八
一
︶
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
︒

な
お
︑
本
地
域
で
は
︑
福
岡
県
朝
倉
古
窯
跡
群
産
と
類
似
す
る
初
期
須
恵
器
も
出
土

し
て
い
る
︒
陶
邑
に
お
け
る
須
恵
器
編
年
と
朝
倉
古
窯
跡
群
産
の
須
恵
器
と
の
関
係
は

池
ノ
上
Ⅰ
～
Ⅲ
式
︵
橋
口
一
九
八
三
︶
が
お
お
よ
そ
Ｔ
Ｋ
七
三
～
Ｔ
Ｋ
二
一
六
型
式
に

平
行
す
る
と
考
え
て
い
る
︒

㈢

分
析
の
対
象
と
し
た
デ
ー
タ
と
そ
の
概
要

上
記
に
該
当
す
る
佐
賀
県
内
の
古
墳
の
埋
葬
施
設
で
︑
発
掘
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ

れ
︑
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
対
象
に
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
に
し

た
︒
そ
の
結
果
︑
管
見
に
触
れ
た
も
の
は
二
七
二
件
と
な
る
︒
な
お
︑
一
古
墳
に
複
数

の
埋
葬
施
設
が
存
在
す
る
場
合
は
別
個
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
︑
明
確
な
墳
丘
を

伴
わ
な
く
て
も
古
墳
時
代
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
た
︒
そ
の
た

め
︑
対
象
と
な
っ
た
古
墳
数
は
こ
れ
よ
り
少
な
く
な
る
︒
デ
ー
タ
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

し
て
作
成
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
た
︒
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
全
て
の
デ
ー
タ

の
リ
ス
ト
を
掲
示
し
て
い
な
い
が
︑
末
尾
に
対
象
と
し
た
古
墳
の
報
告
書
を
参
考
文
献

と
し
て
示
し
て
い
る
︒

筆
者
が
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
報
告
書
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
︑
遺
漏
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
デ
ー
タ
に
地
域
的
な
偏
り
が
あ
れ
ば
佐
賀
県
地
域
全
体
の
傾
向

を
抽
出
で
き
な
い
お
そ
れ
も
あ
る
︒
後
者
の
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
︑
市
郡
別
に

件
数
を
示
し
た
も
の
が
図
２
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
佐
賀
市
内
の
事
例
が
最
も
多

く
︑
神
埼
市
︑
神
埼
郡
︑
小
城
市
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
︒
ま
た
唐
津
市
内
も
や
や
多

い
︒
こ
れ
は
開
発
の
事
前
発
掘
調
査
の
多
寡
と
相
関
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
一

重 藤 輝 行
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図２ 分析の対象としたデータの地域別件数
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方
で
は
こ
れ
ら
の
地
域
は
古
墳
時
代
の
前
方
後
円
墳
等
首
長
墓
の
系
列
が
明
瞭
で
あ

る
︒
こ
れ
に
対
し
て
佐
賀
県
で
も
西
部
︑
多
久
市
︑
鹿
島
市
︑
嬉
野
市
︑
杵
島
郡
︑
東

松
浦
郡
︑
西
松
浦
郡
は
首
長
墓
系
列
が
不
明
瞭
で
あ
り
︑
古
墳
そ
の
も
の
の
数
も
多
く

な
い
可
能
性
が
高
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
収
集
し
た
デ
ー
タ
は
お
お
よ
そ
の
佐
賀
県
内
の

状
況
を
把
握
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
︑
デ
ー
タ
に
つ
い
て
︑
報
告
書
刊
行
年
度
別
に
示
し
た
の
が
図
３
で
あ
る
︒
こ

れ
に
よ
れ
ば
︑
県
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
体
制
の
整
備
が
進
ん
だ

一
九
七
〇
年
代
よ
り
増
加
傾
向
に
な
り
︑
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た

後
︑
二
〇
〇
一
年
以
降
に
な
る
と
急
激
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
︒
一
九
八
〇
年

代
の
九
州
横
断
自
動
車
道
の
建
設
等
の
大
型
開
発
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
古
墳
が
多
い

一
方
で
︑
近
年
で
は
大
型
開
発
の
減
少
と
と
も
に
古
墳
調
査
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
と

解
釈
で
き
る
︒
今
後
の
調
査
︑
報
告
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
大
幅
に
件
数
が
増
加
す
る
可

能
性
は
無
い
と
は
言
え
な
い
が
︑
現
時
点
で
検
討
す
る
こ
と
は
︑
一
九
七
〇
年
代
以
降

の
調
査
結
果
を
総
括
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

こ
れ
ら
二
七
二
件
の
デ
ー
タ
の
う
ち
︑
土
器
な
ど
が
伴
っ
て
時
期
決
定
が
可
能
な
も

の
は
限
ら
れ
る
︒
古
墳
の
墳
丘
︑
周
溝
︑
埋
葬
施
設
な
ど
か
ら
の
出
土
土
器
に
よ
り
時

期
の
決
定
が
可
能
な
埋
葬
施
設
は
︑
一
〇
九
例
︑
全
体
の
約
四
〇
％
程
と
な
る
︒
本
稿

で
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
各
種
の
埋
葬
施
設
の
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
半
数

に
は
満
た
な
い
が
︑
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
︒
な
お
︑
今
後
の
副
葬
品
の
セ
ッ
ト
関
係
と
そ
の
階
層
性
の
検
討
に
備
え

て
︑
撹
乱
の
有
無
も
確
認
し
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
撹
乱
が
少
な
く
本
来
の
副
葬
品
の

構
成
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
は
一
一
三
例
︑
約
四
二
％
に
と
ど
ま
る
︒
本
稿

で
は
埋
葬
施
設
と
副
葬
品
と
の
関
係
は
検
討
し
な
い
が
︑
将
来
︑
副
葬
品
の
構
成
を
検

討
す
る
際
に
は
︑
こ
れ
ら
の
件
数
を
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
言
え
る
︒

埋
葬
施
設
の
分
類
別
に
み
れ
ば
︑
図
４
の
よ
う
に
な
る
︒
箱
式
石
棺
が
六
七
件
と
最

多
で
あ
り
︑
初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ
類
︑
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
３
式
が
こ
れ
に
次
ぐ
︒
一

方
︑
土
壙
墓
︑
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
１
式
︑
同
２
式
︑
壺
棺
は
一
〇
例
に
満
た
な
い
︒

三
︑
各
埋
葬
施
設
の
時
期

埋
葬
施
設
の
種
類
毎
に
出
土
し
た
土
器
か
ら
時
期
決
定
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
︑

時
期
別
の
件
数
を
示
し
た
の
が
︑
図
５
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
全
て
の
埋
葬
施
設
に
土

器
が
伴
う
も
の
で
は
な
い
し
︑
埋
葬
施
設
の
種
類
に
よ
っ
て
は
︑
事
例
数
が
さ
ほ
ど
多

く
な
い
場
合
も
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
に
よ
り
︑
各
埋
葬
施
設
の
存
続
時
間
幅
︑

最
も
活
発
に
構
築
さ
れ
た
時
期
や
︑
埋
葬
施
設
の
種
類
間
の
同
時
並
存
関
係
が
う
か
が

わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設
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図４ 主要な埋葬施設別のデータ件数



㈠

箱
式
石
棺

土
師
器
Ⅰ
・
Ⅱ
期
に
集
中
す
る
が
︑
確
実
に
土
師
器
Ⅲ
期
ま
で
下
る
例
と
し
て
︑
唐

津
市
双
水
柴
山
遺
跡
一
号
墳
前
方
部
石
棺
︵
中
島
編
一
九
八
七
︶︑
佐
賀
市
藤
附
Ｂ
遺
跡

Ｓ
Ｔ
〇
〇
一
箱
式
石
棺
︵
東
中
川
他
編
一
九
八
〇
︶
が
あ
る
︒
土
器
が
出
土
せ
ず
図
５

の
カ
ウ
ン
ト
に
含
め
て
い
な
い
が
︑
佐
賀
市
森
ノ
上
古
墳
︵
松
尾
一
九
四
九
︶
で
は
琴

柱
形
石
製
品
︑
竪
櫛
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
や
は
り
土
師
器
Ⅲ
期
に
ま
で
下
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒

㈡

石
蓋
土
壙
墓

出
土
土
器
か
ら
考
え
れ
ば
土
師
器
Ⅰ
・
Ⅱ
期
に
限
ら
れ
︑
副
葬
品
か
ら
考
え
て
も
土

師
器
Ⅲ
期
に
下
る
も
の
は
な
い
︒
た
だ
︑
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
等
の
地
域
に
は
土
師
器

Ⅲ
期
に
確
実
に
降
る
も
の
が
あ
る
の
で
︑
下
限
に
つ
い
て
は
今
後
の
資
料
の
増
加
に
よ

り
修
正
が
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒

㈢

土
壙
墓

例
が
少
な
い
が
︑
石
蓋
土
壙
墓
と
同
様
に
土
師
器
Ⅰ
～
Ⅱ
期
に
集
中
し
て
い
る
︒

重 藤 輝 行
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Ⅰ Ⅱ ⅢＡⅢＢ Ⅳ Ⅴ

箱式石棺

石蓋土壙墓

土壙墓

割竹形木棺

組合式木棺

石棺系竪穴
式石室２式

石棺系竪穴
式石室３式

初期横穴式
石室Ａ類

初期横穴式
石室Ｂ類

土師器

須恵器

５基

舟形木棺（吉野ヶ里町西一本杉ST009） 

初期横穴式石室・長持形石棺（谷口） 
舟形石棺（唐津市谷口古墳前方部） 

舟形石棺（佐賀市久保泉丸山ST003 ） 

竪穴式石室・舟形木棺（唐津市久里双水） その他

竪穴式石室・割竹形木棺（唐津市経塚山、土器無し） 

壺棺

TK216TK73 TK208 TK23 TK47 MT15

図５ 埋葬施設の種類別の共伴土器の時期



㈣

割
竹
形
木
棺

全
長
三
五
ｍ
程
の
小
形
の
前
方
後
円
墳
と
推
定
さ
れ
る
唐
津
市
双
水
柴
山
遺
跡
二
号

墳
一
号
主
体
部
の
事
例
が
土
師
器
Ⅰ
期
で
も
や
や
新
し
い
時
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
土

器
を
伴
う
も
の
と
し
て
は
本
地
域
で
は
最
古
で
あ
る
︵
中
島
編
一
九
八
七
︶︒
こ
の
他

に
土
師
器
Ⅱ
期
の
例
と
し
て
神
埼
市
朝
日
北
遺
跡
五
区
Ｓ
Ｔ
一
一
二
号
主
体
︵
高
瀬
他

編
一
九
九
二
︶︑
土
師
器
Ⅲ
Ａ
期
の
例
と
し
て
三
養
基
郡
上
峰
町
一
本
谷
遺
跡
円
形
周

溝
墓
︵
七
田
一
九
八
三
︶
が
あ
る
︒
武
雄
市
東
福
寺
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
一
五
北
側
主
体
部

︵
徳
永
他
編
一
九
九
四
︶
は
土
師
器
Ⅲ
Ａ
期
か
Ⅲ
Ｂ
期
か
区
別
し
が
た
い
事
例
で
あ
る
︒

ま
た
︑
墳
丘
長
約
八
〇
ｍ
の
前
方
後
円
墳
︑
伊
万
里
市
杢
路
寺
古
墳
の
後
円
部
主
体
部

は
礫
床
を
伴
う
割
竹
形
木
棺
の
可
能
性
が
高
い
︵
大
塚
他
一
九
六
二
︶︒
仿
製
三
角
縁

神
獣
鏡
を
出
土
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
︑﹃
前
方
後
円
墳
集
成
﹄
編
年
の
三
期
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
割
竹
形
木
棺
の
総
数
は
時
期
の
不
詳
の
も
の
も
含
め
て
一
一
例
で
あ

り
︑
二
七
二
例
中
四
・
〇
％
に
と
ど
ま
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ほ
ぼ
同
様
の
基
準
で
資

料
を
収
集
し
た
筑
前
地
域
西
部
︵
糟
屋
郡
南
部
・
福
岡
市
・
旧
筑
紫
郡
・
糸
島
市
︶
で

は
二
一
・
〇
％
︑
筑
前
東
部
︵
糟
屋
郡
東
部
よ
り
東
の
筑
前
︶
～
豊
前
北
部
︵
福
岡
県

域
︶
で
は
一
〇
・
一
％
で
あ
り
︑
肥
前
東
部
地
域
と
比
べ
る
と
大
き
な
差
が
あ
る
︒
一

方
︑
筑
前
南
部
︵
旧
朝
倉
郡
と
筑
紫
野
市
南
部
︶
～
筑
後
の
地
域
で
は
三
・
五
％
と
な

り
︑
肥
前
東
部
地
域
と
類
似
し
た
数
字
を
示
し
て
い
る
︒
割
竹
形
木
棺
は
前
方
後
円
墳

出
現
と
と
も
に
近
畿
地
域
で
定
型
化
し
て
︑
前
方
後
円
墳
と
と
も
に
九
州
に
普
及
し
た

と
考
え
ら
れ
る
︵
吉
留
一
九
八
九
︶︒
こ
の
よ
う
な
割
竹
形
木
棺
の
比
率
の
違
い
は
︑
前

方
後
円
墳
を
は
じ
め
と
す
る
古
墳
文
化
の
広
が
り
の
地
域
差
を
示
し
て
い
る
と
も
解
釈

で
き
る
︒
た
だ
︑
筑
前
西
部
と
筑
前
東
部
～
豊
前
北
部
の
地
域
で
は
Ⅲ
期
以
降
に
下
る

割
竹
形
木
棺
の
例
も
多
く
︑
Ⅲ
期
に
お
け
る
埋
葬
施
設
の
地
域
差
を
大
き
く
反
映
し
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
北
部
九
州
地
域
全
体
で
の
埋
葬
施
設
の
地
域
性
と

そ
の
時
期
毎
の
特
質
は
︑
機
会
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
︒

㈤

組
合
式
木
棺

時
期
の
確
定
で
き
な
い
も
の
が
多
い
が
︑
割
竹
形
木
棺
と
同
様
に
︑
土
師
器
Ⅰ
・
Ⅱ

期
に
集
中
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
東
福
寺
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
一
五
南
側
主
体
部
︵
徳

永
編
一
九
九
四
︶
は
︑
土
師
器
Ⅲ
期
の
事
例
と
し
て
注
意
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
南
北
に
二

基
の
組
合
式
木
棺
を
も
つ
三
養
基
郡
基
山
町
大
行
事
古
墳
︵
中
牟
田
編
一
九
七
八
︶
で

は
Ｔ
Ｋ
二
一
六
～
Ｔ
Ｋ
二
〇
八
型
式
頃
と
推
定
さ
れ
る
須
恵
器
壺
が
出
土
し
て
い
る
︒

古
墳
に
確
実
に
伴
う
と
断
定
で
き
な
い
が
︑
筑
前
地
域
で
も
こ
の
時
期
ま
で
下
る
事
例

が
あ
り
︑
今
後
の
類
例
の
増
加
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

㈥

石
棺
系
竪
穴
式
石
室

１
式

佐
賀
市
久
保
泉
丸
山
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
六
︵
東
中
川
編
一
九
八
六
︶︑
鳥
栖
市
所
熊

山
古
墳
群
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
︵
湯
浅
二
〇
〇
三
︶︑
佐
賀
市
山
王
山
古
墳
東
西
両
石
室
︵
奥
村

他
一
九
六
八
︶
の
四
例
に
と
ど
ま
り
︑
い
ず
れ
も
出
土
土
器
か
ら
の
時
期
決
定
が
困
難

で
あ
る
︒
し
か
し
山
王
山
古
墳
は
方
形
鋤
先
︑
手
鎌
等
が
出
土
す
る
点
か
ら
土
師
器
Ⅲ

期
の
う
ち
に
お
さ
ま
る
︒
山
王
山
古
墳
は
直
径
約
四
〇
ｍ
の
円
墳
で
あ
り
︑
舟
形
石
棺

を
主
体
部
と
す
る
直
径
約
三
〇
ｍ
の
円
墳
で
前
方
後
円
墳
編
年
三
期
後
半
か
ら
四
期
に

推
測
さ
れ
る
佐
賀
市
熊
本
山
古
墳
︵
木
下
他
一
九
六
七
︶
に
後
続
し
︑
初
期
横
穴
式
石

室
を
主
体
部
と
す
る
五
本
黒
木
丸
山
古
墳
︵
木
下
一
九
六
三
︑
蒲
原
他
編
一
九
八
四
︶

に
先
行
す
る
巨
瀬
川
流
域
の
首
長
墓
と
想
定
さ
れ
る
︵
蒲
原
一
九
九
五
︶︒
こ
の
よ
う

な
首
長
墓
系
列
の
想
定
と
副
葬
品
か
ら
の
山
王
山
古
墳
の
時
期
の
推
定
は
矛
盾
し
な

い
︒
他
の
例
も
含
め
て
︑
土
師
器
Ⅲ
期
を
中
心
と
す
る
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
︒

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設

重 藤 輝 行
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２
式

七
例
に
と
ど
ま
り
事
例
は
少
な
い
︒
佐
賀
市
久
保
泉
丸
山
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
一

︵
東
中
川
編
一
九
八
六
︶︑
佐
賀
市
藤
附
Ｂ
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
一
︵
東
中
川
他
編
一
九
八

〇
︶︑
佐
賀
市
金
立
開
拓
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
三
三
︵
蒲
原
他
編
一
九
八
四
︶
で
Ⅲ
Ａ
期
に
ま
で

遡
る
可
能
性
の
高
い
土
師
器
を
伴
っ
て
い
る
︒
佐
賀
平
野
で
は
凝
灰
岩
製
の
板
石
を
使

用
す
る
例
も
多
い
た
め
小
口
に
板
石
を
立
て
た
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
２
式
が
石
棺
系
竪

穴
式
石
室
１
式
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
現
し
た
と
考
え
て
い
る
︒
た
だ
︑
佐
賀
市
黒
土
原

遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
七
で
は
Ⅳ
～
Ⅴ
期
と
推
定
さ
れ
る
土
師
器
甕
を
伴
っ
て
い
る
︵
福
田
一

九
八
七
︶︒
隣
接
す
る
筑
前
南
部
～
筑
後
地
域
で
は
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
２
式
は
須
恵

器
出
現
以
降
の
例
も
多
い
の
で
︑
中
心
は
土
師
器
Ⅲ
期
に
あ
る
と
し
て
も
一
部
は
そ
れ

以
降
に
ま
で
下
る
可
能
性
を
想
定
し
て
お
き
た
い
︒

３
式

Ⅳ
期
以
降
の
土
師
器
を
伴
う
も
の
︑
Ｔ
Ｋ
七
三
型
式
以
降
の
須
恵
器
を
伴
う
も

の
が
主
体
と
な
っ
て
い
て
︑
後
述
す
る
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
︑
初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ

類
と
平
行
す
る
時
期
の
埋
葬
施
設
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
点
は
隣
接
す

る
筑
前
・
筑
後
地
域
と
共
通
す
る
︒
た
だ
︑
Ⅲ
Ｂ
期
か
Ⅳ
期
か
区
別
で
き
な
い
土
師
器

を
伴
う
例
と
し
て
︑
佐
賀
市
大
門
西
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
三
五
・
同
Ｓ
Ｔ
〇
三
八
︵
東
中
川
他

編
一
九
八
〇
︶
が
あ
り
︑
他
地
域
に
比
べ
て
や
や
古
い
時
期
に
属
す
る
︒
そ
の
た
め
︑

他
地
域
で
は
須
恵
器
出
現
以
降
で
あ
る
が
︑
本
地
域
で
は
そ
れ
よ
り
も
や
や
遡
る
時
期

に
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
３
式
が
成
立
し
た
可
能
性
も
考
慮
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

㈦

初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類

筑
肥
型
初
期
横
穴
式
石
室
も
こ
こ
に
含
め
た
︒
図
に
示
し
た
よ
う
に
須
恵
器
出
現
以

降
か
ら
増
加
す
る
が
︑
土
師
器
Ⅲ
Ｂ
期
の
事
例
と
し
て
唐
津
市
横
田
下
古
墳
︵
唐
津
湾

周
辺
遺
跡
調
査
委
員
会
編
一
九
八
二
︶︑
佐
賀
市
久
保
泉
丸
山
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
号
墳

︵
東
中
川
編
一
九
八
六
︶
が
あ
る
︒
ま
た
︑
詳
細
な
デ
ー
タ
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
に
い
た
っ
て
い
な
い
が
︑
佐
賀
市
五
本
黒
木
丸
山

古
墳
︵
木
下
一
九
六
三
︑
蒲
原
他
編
一
九
八
四
︶
は
玄
室
方
形
プ
ラ
ン
︑
穹
窿
天
井
の

初
期
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
し
︑
割
石
小
口
積
み
で
壁
体
を
構
築
す
る
こ
と
か
ら
こ

れ
ら
と
同
時
期
の
可
能
性
が
高
い
︒

本
地
域
の
横
穴
式
石
室
は
︑
図
５
の
欄
外
に
示
し
た
唐
津
市
谷
口
古
墳
東
西
石
室
が

最
古
で
あ
る
︵
唐
津
湾
周
辺
遺
跡
調
査
委
員
会
編
一
九
八
二
︶︒
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡

や
石
釧
を
伴
う
こ
と
か
ら
︑﹃
前
方
後
円
墳
集
成
﹄
編
年
四
期
で
も
古
い
段
階
と
考
え
ら

れ
︑
墳
丘
か
ら
出
土
し
た
土
師
器
壺
の
時
期
と
も
矛
盾
し
な
い
︒
短
壁
の
上
部
に
開
口

部
を
設
け
る
特
殊
な
横
口
部
や
長
持
形
石
棺
の
設
置
は
他
に
比
較
例
が
な
い
が
︑
石
室

平
面
規
模
は
北
部
九
州
型
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
と
ほ
ぼ
同
大
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
本
地
域
で
は
古
墳
時
代
中
期
初
頭
に
は
大
形
の
横
穴
式
石
室
を
築
造
す
る
技
術
が

出
現
し
︑
早
い
う
ち
に
定
着
︑
完
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

筑
肥
型
初
期
横
穴
式
石
室
︑
横
口
式
家
形
石
棺
を
納
め
た
佐
賀
市
西
原
古
墳
を
含
め

て
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
は
二
七
二
例
中
三
〇
例
︑
全
体
の
一
一
・
〇
％
を
占
め
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
筑
前
西
部
地
域
で
は
八
・
三
％
︑
筑
前
南
部
～
筑
後
地
域
は
三
・
五

％
︑
筑
前
東
部
～
豊
前
北
部
地
域
で
は
五
・
九
％
に
と
ど
ま
り
︑
佐
賀
県
地
域
と
比
べ

る
と
少
な
い
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
佐
賀
県
地
域
は
初
期
横
穴
式
石
室
の
出
現
が
先
行
す

る
と
と
も
に
︑
筑
肥
型
石
室
の
創
出
も
あ
わ
せ
て
古
墳
時
代
中
期
前
半
～
中
頃
に
活
発

に
横
穴
式
石
室
を
受
容
し
た
地
域
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
中
期
前
半
段
階
か
ら
初
期

横
穴
式
石
室
の
普
及
が
進
み
︑
そ
の
た
め
数
値
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
︒
前
述
し
た
割
竹
形
木
棺
の
比
率
と
は
正
反
対
の
地
域
性
が
指
摘
で
き

る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
他
地
域
の
デ
ー
タ
の
充
実
︑
整
備
を
図
っ
た
上
で
︑

機
会
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
︒

重 藤 輝 行
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㈧

初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ
類

全
体
的
に
は
須
恵
器
出
現
以
降
︑
す
な
わ
ち
土
師
器
編
年
Ⅳ
期
以
降
に
事
例
が
増
加

す
る
︒
大
形
の
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
と
と
も
に
普
及
し
た
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
が
︑
こ
の
よ
う
な
点
は
隣
接
す
る
筑
前
︑
筑
後
地
域
と
一
致
し
て
い
る
︒

た
だ
︑
土
師
器
編
年
Ⅲ
期
に
遡
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
点
が
こ
の
地
域
の
特
徴
で
あ

る
︒
土
師
器
Ⅲ
Ａ
期
に
属
す
る
も
の
と
し
て
︑
直
径
二
三
ｍ
程
の
円
墳
と
考
え
ら
れ
る

唐
津
市
双
水
柴
山
一
号
墳
︵
中
島
編
一
九
八
七
︶
の
例
が
あ
る
︒
直
径
六
ｍ
弱
の
円
墳
︑

佐
賀
市
久
保
泉
丸
山
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
一
〇
は
土
師
器
Ⅲ
Ｂ
期
︑
墳
丘
規
模
不
詳
の
久
保
泉

丸
山
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
九
は
土
師
器
Ⅲ
Ｂ
～
Ⅳ
期
頃
の
土
器
を
少
量
な
が
ら
伴
っ
て
い

て
︑
古
墳
群
全
体
の
展
開
か
ら
考
え
て
大
き
な
矛
盾
は
な
い
︵
東
中
川
編
一
九
八
六
︶︒

佐
賀
市
鈴
熊
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
四
で
も
土
師
器
小
形
丸
底
壺
が
出
土
し
て
お
り
︑
土
師
器

Ⅲ
Ｂ
期
に
ま
で
遡
る
可
能
性
が
高
い
︵
家
田
編
一
九
九
三
︶︒
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
北
部

地
域
を
み
わ
た
し
て
も
︑
土
師
器
Ⅲ
期
に
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
初
期
横
穴
式
石
室

Ｂ
類
は
福
岡
市
南
区
老
司
古
墳
一
・
二
・
四
号
石
室
の
み
で
あ
る
︵
吉
留
他
編
一
九
八

九
︶︒
肥
前
東
部
地
域
の
上
述
し
た
例
は
出
土
土
器
が
少
量
で
時
期
決
定
に
若
干
の
不

安
を
残
す
が
︑
前
述
し
た
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
の
普
及
過
程
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
︑

大
き
な
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

㈨

そ
の
他

こ
の
他
に
事
例
数
が
少
な
く
︑
図
５
の
下
方
の
欄
外
に
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ

れ
ば
︑
竪
穴
式
石
室
に
舟
形
木
棺
を
納
め
た
久
里
双
水
古
墳
の
出
土
土
師
器
は
Ⅰ
期
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
︵
田
島
他
編
二
〇
〇
九
︶︒
久
里
双
水
古
墳
の
舟
形
木
棺
と
同
様
の

形
態
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
西
一
本
杉
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
〇
九
で

も
古
墳
時
代
初
頭
︑
Ⅰ
期
の
土
師
器
を
伴
っ
て
い
る
た
め
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
︵
東
中

川
他
編
一
九
八
〇
︑
岡
田
二
〇
〇
九
︶︒
長
持
形
石
棺
に
類
似
す
る
石
棺
を
も
つ
和
多

田
権
現
山
古
墳
︵
唐
津
湾
周
辺
遺
跡
調
査
委
員
会
編
一
九
八
二
︶
は
時
期
を
決
定
す
る

資
料
が
無
く
︑
中
期
前
半
頃
と
推
定
す
る
し
か
な
い
︒
ま
た
︑
本
地
域
で
唯
一
の
竪
穴

式
石
室
に
割
竹
形
木
棺
を
納
め
た
唐
津
市
経
塚
山
古
墳
は
時
期
を
決
定
す
る
た
め
の
出

土
遺
物
が
少
な
い
が
︑
唐
津
市
谷
口
古
墳
に
先
行
す
る
前
方
後
円
墳
編
年
三
期
と
考
え

ら
れ
る
︒
舟
形
石
棺
は
︑
佐
賀
市
熊
本
山
古
墳
︵
木
下
他
一
九
六
七
︶︑
佐
賀
市
久
保
泉

丸
山
Ｓ
Ｔ
〇
〇
三
︵
東
中
川
編
一
九
八
六
︶︑
唐
津
市
谷
口
古
墳
前
方
部
石
棺
︵
唐
津
湾

周
辺
遺
跡
調
査
委
員
会
編
一
九
八
二
︶
の
例
か
ら
︑
土
師
器
Ⅲ
Ａ
期
～
Ⅲ
Ｂ
期
に
中
心

が
あ
る
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
︒
た
だ
し
︑
須
恵
器
編
年
Ｍ
Ｔ
一
五
型
式
頃
の
築
造

と
考
え
ら
れ
る
唐
津
市
島
田
塚
古
墳
︵
唐
津
湾
周
辺
遺
跡
調
査
委
員
会
編
一
九
八
二
︶

で
は
横
穴
式
石
室
玄
室
中
に
舟
形
石
棺
棺
身
が
置
か
れ
て
い
る
︒
舟
形
石
棺
が
伴
な
う

と
す
れ
ば
︑
下
限
は
も
う
少
し
広
く
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
︒

四
︑
首
長
墓
と
古
墳
群
に
お
け
る
埋
葬
施
設
の
変
遷

前
章
で
は
古
墳
埋
葬
施
設
ご
と
に
時
期
を
確
認
し
て
み
た
が
︑
古
墳
時
代
中
期
︑
す

な
わ
ち
土
師
器
Ⅲ
期
以
降
に
な
る
と
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
や
初
期
横
穴
式
石
室
が
登
場

し
︑
急
速
に
埋
葬
施
設
が
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
は
古
墳
の
階
層
的
な
構

成
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
古
墳
時
代
中
期
の
首
長
墓
級
古
墳

に
お
け
る
埋
葬
施
設
の
展
開
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

中
期
前
半
の
首
長
墓
級
古
墳
の
埋
葬
施
設
が
判
明
し
て
い
る
例
は
少
な
い
が
︑
全
長

七
七
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
谷
口
古
墳
が
あ
る
︒
ま
た
︑
直
径
二
〇
ｍ
以
上
の
大
形

の
円
墳
に
範
囲
を
広
げ
る
と
佐
賀
市
熊
本
山
古
墳
︑
佐
賀
市
山
王
山
古
墳
︑
佐
賀
市
五

本
黒
木
丸
山
古
墳
︑
唐
津
市
横
田
下
古
墳
︑
唐
津
市
双
水
柴
山
一
号
墳
な
ど
で
内
容
が

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設
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ST001（石棺系
竪穴式石室２式）
ⅢＡ期

ST002（初期横
穴式石室Ａ類）
ⅢＢ期 ST003（舟形石棺）

ⅢＢ期

ST006（石棺系
竪穴式石室１式）

ST008（初期横
穴式石室Ａ類）

ST007（石棺系竪
穴式石室２式）

ST005（初期横穴
式石室Ａ類）TK23
～TK47

ST009（初期横穴
式石室Ｂ類）ⅢＢ
～Ⅳ期

ST004（初期横穴式
石室Ａ類）TK23

ST001（初期横
穴式石室Ｂ類）
TK208～TK23

ST002（初期横
穴式石室Ｂ類）
MT15

ST003（初期横
穴式石室Ｂ類）
TK208

ST006（初期横
穴式石室Ａ類）
TK47～MT15

ST007（初期横
穴式石室Ｂ類）
Ⅴ期

ST008（初期横
穴式石室Ｂ類）

ST002（初期横
穴式石室Ｂ類）

ST009（初期横
穴式石室Ｂ類）

ST008（初期横
穴式石室Ｂ類）

ST008（初期横
穴式石室Ｂ類）

ST020（石棺系
竪穴式石室３
式）TK23

１．佐賀市久保泉丸山遺跡古墳群
（1/600、東中川編1986に加筆）

２．神埼市猿嶽Ａ遺跡
（1/600、家田編1993に加筆）

３．神埼郡吉野ヶ里町戦場古墳群１区
（1/600、市川1999に加筆）

図６ 古墳時代中期の中小規模の古墳から構成される古墳群の事例



知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
埋
葬
施
設
は
︑
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
初
期
横
穴
式
石

室
︑
長
持
形
石
棺
︑
舟
形
石
棺
︑
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
で
あ
る
︒
古
墳
時
代
前
期
後
半
︑

す
な
わ
ち
﹃
前
方
後
円
墳
集
成
﹄
編
年
三
期
の
首
長
墓
級
の
古
墳
で
は
竪
穴
式
石
室
に

割
竹
形
木
棺
を
納
め
た
経
塚
山
古
墳
︑
割
竹
形
木
棺
と
推
測
さ
れ
る
杢
路
寺
古
墳
が
あ

る
が
︑
中
期
に
な
る
と
割
竹
形
木
棺
が
首
長
墓
で
は
採
用
さ
れ
な
く
な
り
︑
新
た
な
埋

葬
施
設
が
登
場
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

古
墳
時
代
中
期
後
半
の
首
長
墓
級
の
古
墳
の
例
で
は
︑
全
長
五
五
ｍ
の
前
方
後
円
墳

で
あ
る
佐
賀
市
関
行
丸
古
墳
︵
渡
辺
他
一
九
五
七
︶︑
直
径
四
八
ｍ
の
円
墳
の
武
雄
市
玉

島
古
墳
︵
木
下
一
九
七
三
︶
に
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
が
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
全
長
五

五
ｍ
の
前
方
後
円
墳
︑
佐
賀
市
西
原
古
墳
で
も
横
穴
式
石
室
に
石
棺
を
納
め
た
と
推
測

さ
れ
る
︵
松
尾
一
九
三
六
︶︒
一
方
︑
直
径
四
〇
ｍ
の
円
墳
︑
小
城
市
小
城
円
山
古
墳
で

は
玄
室
に
石
障
を
設
置
し
た
筑
肥
型
初
期
横
穴
式
石
室
と
な
っ
て
い
る
︵
蒲
原
一
九
九

八
︶︒
ま
た
︑
検
討
の
た
め
の
統
計
デ
ー
タ
に
は
含
め
て
い
な
い
が
︑
目
達
原
古
墳
群
の

首
長
墓
で
も
初
期
横
穴
式
石
室
が
一
般
的
で
あ
り
︵
松
尾
一
九
五
〇
︶︑
直
径
四
〇
ｍ
の

円
墳
︑
佐
賀
市
西
隈
古
墳
で
は
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
に
装
飾
を
施
し
た
横
口
式
家
形

石
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
首
長
墓
級
の
埋
葬
施
設
で
は
初
期
横
穴
式

石
室
が
主
体
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
︑
横
穴
式
石
室
内
部
へ
の
横
口
式
家
形
石

棺
や
石
障
の
設
置
に
よ
り
︑
首
長
墓
と
他
の
古
墳
と
の
階
層
的
格
差
を
表
現
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
首
長
墓
級
古
墳
の
埋
葬
施
設
に
対
し
て
︑
古
墳
時
代
中
期
の
中
小
規
模

の
円
墳
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
古
墳
群
の
様
相
は
︑
埋
葬
施
設
の
地
域
的
変
遷
を
具
体
的

に
確
認
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
︒

佐
賀
市
久
保
泉
丸
山
遺
跡
︵
東
中
川
編
一
九
八
六
︶
で
は
︑
Ｓ
Ｔ
〇
〇
一
～
〇
〇
九

の
九
基
の
小
古
墳
が
古
墳
時
代
中
期
に
属
す
る
︵
図
６
の
１
︶︒
い
ず
れ
も
小
形
の
古

墳
で
墳
丘
を
伴
わ
な
い
も
の
も
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
直
径
一
四
・
一
ｍ
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
一
︑

直
径
一
二
・
五
ｍ
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
︑
直
径
一
三
・
九
ｍ
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
三
の
三
基
の
円
墳

が
他
よ
り
も
突
出
し
た
規
模
に
あ
る
︒
こ
れ
ら
三
基
の
う
ち
Ⅲ
Ａ
期
の
土
師
器
を
伴
い

石
棺
系
竪
穴
式
石
室
２
式
を
埋
葬
施
設
と
す
る
Ｓ
Ｔ
〇
〇
一
号
墳
が
古
墳
群
中
で
も
最

古
段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
筑
肥
型
初
期
横
穴
式
石
室
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
と
舟
形
石

棺
を
納
め
た
Ｓ
Ｔ
〇
〇
三
で
は
出
土
土
器
等
の
遺
物
か
ら
の
前
後
関
係
の
決
定
は
難
し

い
が
︑
報
告
書
の
指
摘
す
る
と
お
り
︑
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
が
先
行
す
る
と
考
え
て
お
き
た
い
︒

時
期
決
定
の
た
め
の
出
土
土
器
は
不
足
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
の
三
基
の
大
形
の
古
墳

と
平
行
す
る
時
期
に
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
１
式
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
六
︑
石
棺
系
竪
穴
式
石
室

２
式
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
七
が
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
位
置
関
係
か
ら
考
え
て
︑
Ｓ
Ｔ

〇
〇
一
︑
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
と
階
層
的
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
︑
出
土
土
器

か
ら
土
師
器
Ⅲ
Ｂ
期
～
Ⅳ
期
の
間
で
区
別
し
が
た
い
Ｓ
Ｔ
〇
〇
九
も
Ｓ
Ｔ
〇
〇
三
と
ほ

ぼ
同
時
期
で
階
層
的
に
下
位
の
古
墳
の
埋
葬
施
設
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
構
成

は
︑
佐
賀
平
野
の
古
墳
時
代
中
期
前
半
の
埋
葬
施
設
の
典
型
的
な
階
層
性
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
古
墳
群
の
南
部
に
位
置
す
る
Ｓ
Ｔ
〇
〇
四
︑
Ｓ
Ｔ
〇
〇
五
︑

Ｓ
Ｔ
〇
〇
八
は
Ｔ
Ｋ
二
三
～
Ｔ
Ｋ
四
七
型
式
の
須
恵
器
を
出
土
す
る
も
の
も
あ
る
の

で
︑
須
恵
器
出
現
以
降
︑
す
な
わ
ち
中
期
後
半
に
築
造
さ
れ
た
一
群
と
考
え
ら
れ
る
︒

土
師
器
Ⅲ
期
す
な
わ
ち
中
期
前
半
に
は
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
を
主
体
と
し
な
が
ら
も
︑

階
層
的
に
上
位
の
者
が
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
︑
舟
形
石
棺
を
採
用
し
て
い
た
が
︑
中

期
後
半
に
な
る
と
初
期
横
穴
式
石
室
が
主
体
と
な
る
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

図
６
の
２
に
示
し
た
神
埼
市
猿
嶽
Ａ
遺
跡
︵
家
田
編
一
九
九
三
︶
は
六
基
の
古
墳
で

埋
葬
施
設
の
内
容
が
判
明
し
て
い
る
中
期
後
半
を
中
心
と
し
た
時
期
の
古
墳
群
で
あ

る
︒
Ｔ
Ｋ
二
〇
八
型
式
に
は
Ｓ
Ｔ
〇
一
︑
Ｓ
Ｔ
〇
三
が
該
当
し
︑
い
ず
れ
も
初
期
横
穴

式
石
室
Ｂ
類
を
採
用
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
Ｔ
Ｋ
四
七
～
Ｍ
Ｔ
一
五
型
式
の
時
期

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設

重 藤 輝 行

11



に
な
る
と
︑
墳
丘
規
模
が
や
や
大
形
の
Ｓ
Ｔ
〇
〇
六
で
は
初
期
横
穴
式
石
室
Ａ
類
が
︑

墳
丘
規
模
の
小
さ
い
Ｓ
Ｔ
〇
〇
二
号
墳
で
は
初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ
類
が
採
用
さ
れ
て
い

て
︑
墳
丘
規
模
の
階
層
差
と
の
対
応
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

図
６
の
３
は
神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
戦
場
古
墳
群
１
区
︵
市
川
一
九
九
九
︶
の
古
墳
配

置
で
あ
る
︒
当
古
墳
群
で
は
時
期
を
示
す
土
器
の
出
土
が
不
足
し
て
い
る
場
合
が
多
い

が
︑
初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ
類
を
主
体
と
す
る
点
か
ら
考
え
て
︑
中
期
後
半
を
中
心
に
す

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
中
で
注
目
で
き
る
の
は
︑
Ｔ
Ｋ
二
三
型
式
の
須
恵
器
を
伴
う

Ｓ
Ｔ
〇
二
〇
で
あ
る
︒
埋
葬
施
設
は
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
３
式
で
あ
り
︑
初
期
横
穴
式

石
室
Ｂ
類
と
同
時
期
に
︑
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
３
式
が
存
続
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
︒

五
︑
小
児
用
埋
葬
施
設
に
つ
い
て

今
回
の
検
討
で
は
成
人
用
の
埋
葬
施
設
に
加
え
て
小
児
用
の
埋
葬
施
設
も
デ
ー
タ
を

収
集
し
た
︒
古
墳
時
代
に
お
い
て
人
骨
の
遺
存
か
ら
小
児
と
判
断
で
き
る
例
は
少
な
い

が
︑
小
児
用
の
埋
葬
施
設
は
成
人
用
に
比
べ
て
小
形
で
あ
る
︒
古
墳
時
代
は
伸
展
葬
が

一
般
的
で
あ
る
の
で
︑
成
人
の
身
長
を
一
・
五
ｍ
以
上
と
考
え
れ
ば
︑
石
棺
︑
木
棺
︑

土
壙
墓
︑
石
棺
系
石
室
等
で
は
一
・
五
ｍ
未
満
を
基
準
と
し
て
小
児
用
の
埋
葬
施
設
を

抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
実
際
は
一
・
〇
ｍ
余
り
の
も
の
が
多
く
︑
発
掘
調
査
事
例

で
は
明
瞭
に
成
人
用
埋
葬
施
設
と
区
別
で
き
る
場
合
が
多
い
︒
ま
た
︑
壺
棺
が
八
例
含

ま
れ
て
い
る
が
︑
弥
生
時
代
に
見
ら
れ
る
成
人
用
甕
棺
に
は
及
ば
な
い
大
き
さ
で
︑
や

は
り
小
児
専
用
の
埋
葬
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
小
児
用
の
埋
葬
施
設
を
抽
出
し
た
︒
そ
の
件
数
は
合
計
三
七

例
を
数
え
︑
全
体
の
約
一
四
％
を
占
め
て
い
る
︒
弥
生
時
代
の
甕
棺
墓
地
に
お
け
る
小
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図７ 小児用の埋葬施設の件

Ⅰ Ⅱ Ⅳ Ⅴ
TK73 TK216 TK208 TK47TK23

小児用の
埋葬

MT15

土師器

須恵器

５基

ⅢＡⅢＢ

図８ 小児用の埋葬施設の共伴土器の時期

箱式石棺１式小城市

埋葬施設型式所在地

鈴熊遺跡SC008 佐賀市 箱式石棺１式 ガラス小玉２点

猿嶽C・D遺跡ST015 神埼市 石棺系竪穴式石室３式

表２ 副葬品を出土した小児用の埋葬施設

長頸鏃１

滑石製勾玉２、滑石
製臼玉175、刀子１

副葬品

滝Ａ遺跡ST03

古墳名



児
棺
の
構
成
比
と
比
べ
る
と
明
ら
か
に
少
な
い
︒
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
の
間
で
大
き

く
小
児
の
死
亡
率
が
減
少
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
︑
小
児
の
中
で
も
限
定
さ
れ

た
人
物
の
み
が
小
児
棺
に
埋
葬
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
︑
そ
の
時
期
を
示
し
た

も
の
が
図
８
で
あ
る
︒
土
師
器
Ⅰ
～
Ⅱ
期
に
集
中
す
る
が
︑
神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
浦
田

古
墳
群
二
区
Ｓ
Ｔ
〇
二
二
で
は
小
児
用
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
３
式
を
埋
葬
施
設
と
す
る

古
墳
の
周
溝
か
ら
Ｔ
Ｋ
二
一
六
型
式
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
る
︵
市
川
一
九
九
九
︶︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
の
埋
葬
施
設
の
種
類
別
に
そ
の
数
を
示
し
た
も
の
が
図
７
で
あ
る
︒
石

棺
系
竪
穴
式
石
室
３
式
や
初
期
横
穴
式
石
室
Ｂ
類
の
鳥
栖
市
牛
原
前
田
遺
跡
二
一
区
Ｓ

Ｔ
〇
三
︵
内
野
他
一
九
九
六
︶
が
あ
る
の
で
︑
中
期
後
半
ま
で
存
在
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
な
お
︑
北
部
九
州
地
域
全
体
を
見
れ
ば
︑
六
世
紀
以
降
は
小
児
専
用
の
埋
葬

施
設
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
横
穴
式
石
室
の
普
及
に
よ
り
︑
小
児
は
先
行
し

て
死
亡
し
た
家
族
を
埋
葬
し
た
横
穴
式
石
室
に
追
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
小
児
専
用

の
埋
葬
施
設
は
不
要
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

図
７
と
全
体
的
な
傾
向
を
示
し
た
図
４
と
を
比
べ
る
と
︑
壺
棺
の
割
合
が
高
い
こ
と

が
第
一
に
注
目
さ
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
に
小
児
用
の
埋
葬
施
設
の
特
徴
と
し
て
は
︑
石
蓋

土
壙
墓
の
割
合
が
高
い
こ
と
︑
割
竹
形
木
棺
・
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
１
式
・
石
棺
系
竪

穴
式
石
室
２
式
の
事
例
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
初
期
横
穴
式
石
室
の
例

と
し
て
︑
前
述
の
牛
原
前
田
遺
跡
二
一
区
Ｓ
Ｔ
〇
三
が
あ
る
︒
玄
室
幅
〇
・
八
ｍ
︑
玄

室
長
一
・
三
ｍ
と
極
め
て
小
形
の
玄
室
平
面
形
で
︑
北
部
九
州
の
他
地
域
で
も
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
特
殊
な
事
例
で
あ
る
︒
ま
た
︑
小
児
用
の
埋
葬
施
設
で
副
葬
品
を
有
す

る
も
の
に
つ
い
て
抽
出
し
て
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
︒
こ
れ
を
み
る
と
わ
ず
か
に

三
例
に
過
ぎ
ず
︑
撹
乱
を
被
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
の
︑
成
人
用
埋
葬
施
設
と
比
べ

る
と
極
め
て
副
葬
品
が
少
な
い
と
言
え
る
︒
鉄
鏃
を
一
点
副
葬
し
た
例
が
あ
る
が
︑
鏡

や
刀
剣
を
副
葬
し
た
例
は
皆
無
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
中
で
滑
石
製
の
玉
類
を
多
量
に

副
葬
し
た
小
城
市
滝
Ａ
遺
跡
Ｓ
Ｔ
〇
三
︵
高
瀬
編
一
九
八
九
︶
の
事
例
は
際
立
っ
て
い

て
︑
特
殊
な
祭
祀
的
役
割
を
担
っ
た
小
児
が
埋
葬
さ
れ
た
と
も
想
像
さ
れ
る
︒
以
上
の

よ
う
な
点
か
ら
︑
小
児
用
の
埋
葬
施
設
の
種
類
や
そ
の
副
葬
品
は
一
般
の
古
墳
埋
葬
施

設
と
は
階
層
差
を
も
ち
な
が
ら
選
択
さ
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
︒

な
お
︑
北
部
九
州
地
域
で
は
小
児
用
の
古
墳
埋
葬
施
設
が
目
立
つ
が
︑
畿
内
な
ど
そ

れ
ほ
ど
多
く
な
い
地
域
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
小
児
用
の
埋
葬
施
設
の
特
殊
な
選
択
︑

そ
れ
に
関
わ
る
階
層
差
の
問
題
と
と
も
に
︑
地
域
を
広
げ
て
北
部
九
州
地
域
全
体
︑
あ

る
い
は
そ
れ
以
外
の
地
域
と
の
比
較
を
通
じ
て
さ
ら
に
解
明
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と

感
じ
て
い
る
︒

六
︑
お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
肥
前
東
部
地
域
の
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
に
お
け
る
埋
葬
施
設
の
変
遷

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
︒
古
墳
時
代
前
期
に
は
割
竹
形
木
棺
︑
組
合
式
木
棺
と
と
も

に
弥
生
時
代
以
来
の
埋
葬
施
設
で
あ
る
箱
式
石
棺
︑
石
蓋
土
壙
墓
︑
土
壙
墓
も
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
埋
葬
施
設
の
一
部
は
古
墳
時
代
中
期
に
も
存
続

す
る
︒
し
か
し
︑
古
墳
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
︑
初
期
横
穴
式

石
室
が
主
体
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
変
遷
の
過
程
は
︑
古
墳
の
階
層
差
と
関
連
す
る
が
︑
お
お
よ
そ
の
方
向

性
は
︑
隣
接
す
る
筑
前
︑
筑
後
の
地
域
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
︒

た
だ
︑
肥
前
地
域
で
は
古
墳
時
代
前
期
を
中
心
と
す
る
割
竹
形
木
棺
の
普
及
の
程
度

が
︑
筑
前
東
部
～
豊
前
北
部
︑
筑
前
西
部
地
域
と
比
べ
て
低
い
一
方
で
︑
古
墳
時
代
中

期
以
降
の
初
期
横
穴
式
石
室
で
は
︑
筑
前
︑
筑
後
地
域
に
先
立
っ
て
普
及
し
た
可
能
性

も
指
摘
で
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
︑
機
会
を
改
め
て
北
部
九
州
全
体
を
総

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設
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合
す
る
よ
う
に
埋
葬
施
設
の
地
域
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

ま
た
︑
最
後
に
小
児
墓
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
︒
そ
の
結
果
︑
古
墳
あ
る
い
は
被

葬
者
の
社
会
的
地
位
の
階
層
性
と
相
関
し
な
が
ら
︑
小
児
の
埋
葬
施
設
の
型
式
が
選
択

さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
た
︒
全
体
的
に
は
︑
小
児
用
の
埋
葬
施
設
の
割
合
は
弥
生
時

代
の
集
団
墓
地
に
お
け
る
小
児
棺
の
割
合
と
比
べ
て
︑
か
な
り
低
い
︒
し
た
が
っ
て
︑

古
墳
に
埋
葬
さ
れ
る
小
児
は
選
択
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
︑
古
墳
時
代
の
社
会
構
成
や
そ

こ
に
お
け
る
小
児
の
位
置
づ
け
を
推
測
す
る
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
こ
の
よ
う
な
小
児
用
の
埋
葬
施
設
は
そ
の
有
無
︑
多
寡
も
含
め
て
︑
地
域
間
で
比

較
す
る
必
要
が
あ
り
︑
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

本
稿
の
素
案
に
つ
い
て
は
︑
平
成
二
二
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
度
﹁
佐

賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
五
回
公
開
研
究
会
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
際

に
︑
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

ま
た
︑
本
稿
の
作
成
に
際
し
て
︑
次
の
方
々
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
感

謝
い
た
し
ま
す
︒︵
敬
称
略
︑
五
十
音
順
︶

蒲
原
宏
行

小
松
譲

辻
田
淳
一
郎

宮
田
浩
之

柳
沢
一
男

︻
引
用
文
献
︵
著
者
名
五
十
音
順
︶︼

岡
田
裕
之
二
〇
〇
九
﹁
久
里
双
水
古
墳
の
墳
丘
形
態
と
前
期
古
墳
の
中
で
の
意
義
﹂
田
島
龍
太
・
宮

本
一
夫
編
﹃
久
里
双
水
古
墳
﹄
唐
津
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
五
集

蒲
原
宏
行
一
九
九
一
﹁
古
墳
時
代
初
頭
前
後
の
土
器
編
年
︱
佐
賀
平
野
の
場
合
︱
﹂﹃
佐
賀
県
立
博

物
館
・
佐
賀
県
立
美
術
館
調
査
研
究
書
﹄
第
一
六
集

蒲
原
宏
行
一
九
九
五
﹁
古
墳
と
豪
族
︱
佐
賀
平
野
の
首
長
墓
﹂
小
田
富
士
雄
編
﹃
風
土
記
の
考
古

学
﹄
五

﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
の
巻

同
成
社

小
松
譲
一
九
九
九
﹁
肥
前
東
部
地
域
の
横
穴
式
石
室
導
入
と
展
開
お
よ
び
終
末
﹂﹃
九
州
に
お
け
る

横
穴
式
石
室
の
導
入
と
展
開
﹄
第
二
回
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
発
表
資
料
集

小
松
譲
二
〇
〇
三
﹁
梅
白
遺
跡
出
土
土
師
器
群
の
編
年
的
位
置
づ
け
︱
梅
白
式
の
提
唱
︱
﹂

小
松

譲
編
﹃
梅
白
遺
跡
﹄
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
五
四
集

近
藤
義
郎
編
一
九
九
二
﹃
前
方
後
円
墳
集
成
﹄
九
州
編

山
川
出
版
社

重
藤
輝
行
・
西
健
一
郎
一
九
九
五
﹁
埋
葬
施
設
に
み
る
古
墳
時
代
北
部
九
州
の
地
域
性
と
階
層
性
︱

東
部
の
前
期
・
中
期
古
墳
を
例
と
し
て
︱
﹂﹃
日
本
考
古
学
﹄
第
二
号

重
藤
輝
行
二
〇
〇
七
﹁
埋
葬
施
設
︱
そ
の
変
化
と
階
層
性
・
地
域
性
︱
﹂﹃
第
一
〇
回
九
州
前
方
後

円
墳
研
究
会

九
州
島
に
お
け
る
中
期
古
墳
の
再
検
討
﹄
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会

重
藤
輝
行
二
〇
〇
九
﹁
古
墳
時
代
中
期
・
後
期
の
筑
前
・
筑
後
地
域
の
土
師
器
﹂﹃
地
域
の
考
古
学

佐
田
茂
先
生
佐
賀
大
学
退
任
記
念
論
文
集
﹄

田
辺
昭
三
一
九
八
一
﹃
須
恵
器
大
成
﹄
角
川
書
店

田
平
徳
栄
一
九
八
九
﹁
佐
賀
平
野
に
お
け
る
古
墳
時
代
前
期
の
埋
葬
主
体
に
つ
い
て
﹂﹃
老
松
山
遺

跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
︵
一
〇
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告

書
第
九
二
集

中
間
研
志
一
九
八
六
﹁
竪
穴
式
石
室
・
石
棺
系
竪
穴
式
石
室
﹂﹃
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文

化
財
発
掘
調
査
報
告
﹄
六

中
巻

福
岡
県
教
育
委
員
会

橋
口
達
也
一
九
八
三
﹁
北
部
九
州
に
お
け
る
陶
質
土
器
と
初
期
須
恵
器
﹂
橋
口
達
也
編
﹃
古
寺
墳
墓

群
﹄
Ⅱ

甘
木
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
五
集

松
尾
禎
作
一
九
五
〇
﹃
佐
賀
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
﹄
第
九
輯

目
達
原
古
墳
群
調
査

報
告柳

沢
一
男
一
九
九
三
﹁
横
穴
式
石
室
の
導
入
と
系
譜
﹂﹃
季
刊
考
古
学
﹄
第
四
五
号

雄
山
閣

吉
留
秀
敏
・
渡
辺
芳
郎
編
一
九
八
九
﹃
老
司
古
墳
﹄
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
〇
九
集

吉
留
秀
敏
一
九
九
〇
﹁
北
部
九
州
の
前
期
古
墳
と
埋
葬
主
体
﹂﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
三
六
巻
第
四
号

吉
留
秀
敏
一
九
八
九
﹁
九
州
の
割
竹
形
木
棺
﹂﹃
古
文
化
談
叢
﹄
第
二
〇
集
︵
中
︶

︻
検
討
の
対
象
と
し
た
発
掘
調
査
報
告
書
等
古
墳
文
献
︼

鳥
栖
市

七
田
忠
志
・
松
尾
禎
作
一
九
四
九
﹁
Ｂ
Ｓ
旭
自
動
車
工
場
遺
跡
﹂﹃
佐
賀
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
﹄

第
八
輯

木
下
之
治
一
九
七
三
﹃
鳥
栖
市
山
浦
古
墳
群
﹄
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
一
集

内
野
武
史
・
石
田
玲
子
一
九
九
六
﹃
牛
原
前
田
遺
跡
﹄
Ⅱ

鳥
栖
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
八
集

重 藤 輝 行

14



久
山
高
史
一
九
九
七
﹃
立
石
地
区
遺
跡
群
﹄
鳥
栖
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
三
集
︵
立
石
惣
楽
遺

跡
︶徳

永
禎
紹
・
白
木
原
宜
・
吉
本
健
一
・
鹿
田
昌
宏
・
田
中
大
介
二
〇
〇
一
﹃
柚
比
遺
跡
群
﹄
一

第

二
分
冊
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
八
集
︵
平
原
遺
跡
八
区
Ｓ
Ｔ
八
〇
一
一
︶

三
養
基
郡

松
尾
禎
作
・
七
田
忠
志
一
九
四
九
﹁
東
尾
大
塚
古
墳
﹂﹃
佐
賀
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
﹄
第
八
輯

佐
賀
県
︵
み
や
き
町
東
尾
大
塚
古
墳
︶

木
下
之
治
・
天
本
洋
一
編
一
九
七
四
﹃
姫
方
遺
跡
﹄
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
〇
集
︵
み
や

き
町
雌
塚
古
墳
・
雄
塚
古
墳
︶

中
牟
田
賢
治
編
一
九
七
八
﹃
千
塔
山
遺
跡
﹄
基
山
町
遺
跡
発
掘
調
査
団
︵
基
山
町
大
行
神
古
墳
︑
基

山
町
千
塔
山
一
号
墳
︶

杠
一
義
編
一
九
八
一
﹃
香
田
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

︵
二
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
七
集
︵
み
や
き
町
香
田
遺
跡
︶

七
田
忠
昭
一
九
八
三
﹃
一
本
谷
遺
跡
﹄
上
峰
村
教
育
委
員
会

七
田
忠
昭
一
九
八
三
﹃
船
石
遺
跡
﹄
上
峰
村
教
育
委
員
会

神
埼
市

八
尋
実
一
九
八
七
﹃
横
山
遺
跡
﹄
神
埼
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
五
集

高
瀬
哲
郎
・
百
崎
正
子
・
中
摩
由
香
編
一
九
九
二
﹃
朝
日
北
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
︵
一
五
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
〇
集
︵
朝
日
北
遺
跡
︶

家
田
淳
一
編
一
九
九
三
﹃
切
畑
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

︵
一
六
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
六
集
︵
切
畑
遺
跡
︑
猿
嶽
Ａ
遺
跡
︑
猿
嶽
Ｃ
・
Ｄ
遺
跡
︶

神
埼
郡

東
中
川
忠
美
編
一
九
八
三
﹃
西
原
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告

︵
三
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
六
集
︵
吉
野
ヶ
里
町
西
一
本
杉
遺
跡
︶

立
石
泰
久
編
一
九
九
〇
﹃
西
石
動
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
︵
一

二
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
七
集
︵
吉
野
ヶ
里
町
山
古
賀
遺
跡
︶

市
川
浩
文
一
九
九
九
﹃
戦
場
古
墳
群
﹄
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
〇
集
︵
吉
野
ヶ
里
町
戦

場
古
墳
群
︑
吉
野
ヶ
里
町
浦
田
古
墳
群
︶

佐
賀
市

松
尾
禎
作
一
九
三
六
﹁
埴
輪
圓
筒
を
繞
ら
せ
る
西
原
古
墳
﹂﹃
佐
賀
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査

報
告
﹄
第
五
輯

松
尾
禎
作
一
九
四
九
﹁
森
上
古
墳
﹂﹃
佐
賀
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
﹄
第
八
輯

渡
辺
正
気
他
一
九
五
七
﹃
佐
賀
市
関
行
丸
古
墳
﹄
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集

木
下
之
治

一
九
六
三
﹁
佐
賀
市
金
立
町
丸
山
古
墳
﹂﹃
新
郷
土
﹄
昭
和
三
八
年
四
月
号

新
郷
土

刊
行
会
︵
五
本
黒
木
丸
山
古
墳
︶

木
下
之
治
・
小
田
富
士
雄
一
九
六
七
﹁
熊
本
山
船
型
石
棺
墓
﹂﹃
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一

六
集
﹄
佐
賀
県
教
育
委
員
会
︵
熊
本
山
古
墳
︶

奥
村
弘
・
宝
蔵
寺
博
一
九
六
八
﹃
山
王
山
古
墳
﹄
佐
賀
大
学
考
古
学
研
究
会

東
中
川
新
子
・
高
瀬
哲
郎
・
中
島
直
幸
編
一
九
八
〇
﹃
大
門
西
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋

蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
︵
一
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
一
集
︵
大
門
西
遺
跡
︑
藤
附

Ｂ
遺
跡
︑
藤
附
Ｃ
遺
跡
︑
藤
附
Ｅ
遺
跡
︶

杠
一
義
編
一
九
八
一
﹃
香
田
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

︵
二
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
七
集
︵
藤
附
Ａ
遺
跡
︑
藤
附
Ｋ
遺
跡
︑
藤
附
Ｅ
遺
跡
︑
三
郎

山
遺
跡
︶

東
中
川
忠
美
編
一
九
八
三
﹃
西
原
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告

︵
三
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
六
集
︵
西
原
遺
跡
︶

蒲
原
宏
行
・
多
々
良
友
博
・
森
田
孝
志
・
友
貞
菜
穂
子
・
矢
野
佳
代
子
・
堤
圭
子
編

一
九
八
四
﹃
金

立
開
拓
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
︵
四
︶

佐
賀
県
文
化
財
調

査
報
告
書
第
七
七
集
︵
五
本
黒
木
丸
山
古
墳
︑
金
立
開
拓
遺
跡
︶

東
中
川
忠
美
編
一
九
八
六
﹃
久
保
泉
丸
山
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
︵
五
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
四
集

福
田
義
彦
一
九
八
七
﹃
黒
土
原
遺
跡
﹄
佐
賀
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
九
集

田
平
徳
栄
編
一
九
八
九
﹃
礫
石
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
︵
九
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
一
集
︵
佐
賀
市
久
池
井
一
本
松
遺
跡
︶

家
田
淳
一
編
一
九
九
三
﹃
切
畑
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

︵
一
六
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
六
集
︵
鈴
熊
遺
跡
︶

古
賀
章
彦
一
九
九
六
﹃
藤
附
遺
跡
一
区
・
大
塚
遺
跡
一
区
・
大
日
遺
跡
二
区
﹄
佐
賀
市
文
化
財
調
査

報
告
書
第
六
六
集

前
田
達
男
・
楠
本
正
士
・
中
野
充
一
九
九
七
﹃
西
千
布
遺
跡
二
～
七
区
・
友
貞
遺
跡
七
・
一
二
区
﹄

佐
賀
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
〇
集

木
島
愼
治
・
前
田
達
男
二
〇
〇
〇
﹃
古
村
遺
跡
四
区
﹄
佐
賀
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
七
集

肥前東部地域における古墳時代前期・中期の埋葬施設

重 藤 輝 行
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小
城
市

高
瀬
哲
郎
編
一
九
八
九
﹃
老
松
山
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

︵
一
〇
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
二
集
︵
織
島
西
分
古
墳
群
︑
滝
Ｃ
遺
跡
︑
滝
Ａ
遺
跡
︑
寺

浦
遺
跡
︑
寄
居
遺
跡
︶

蒲
原
宏
行
一
九
九
八
﹃
織
島
西
分
遺
跡
群
﹄
三
日
月
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
集
︵
小
城
円
山
古

墳
︶古

庄
秀
樹
二
〇
〇
〇
﹁
茶
筅
塚
古
墳
の
調
査
﹂﹃
小
城
町
立
歴
史
資
料
館
・
小
城
町
立
中
林
梧
竹
記

念
館
調
査
研
究
報
告
書
﹄
第
一
集

太
田
正
和
・
永
田
稲
男
二
〇
〇
六
﹃
織
島
東
分
下
遺
跡
﹄
小
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
集

木
下
巧
一
九
七
一
﹃
一
本
松
古
墳
群
調
査
概
報
︱
第
二
次
発
掘
調
査
︱
﹄
小
城
町
教
育
委
員
会

多
久
市

西
村
隆
司
編
一
九
八
七
﹃
撰
分
遺
跡
﹄
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書

︵
七
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
七
集

武
雄
市

木
下
之
治
一
九
七
三
﹃
武
雄
市
玉
島
古
墳
﹄
武
雄
市
教
育
委
員
会

木
下
之
治
一
九
七
五
﹃
潮
見
古
墳
﹄
武
雄
市
教
育
委
員
会
︵
丸
山
古
墳
︑
白
岩
山
古
墳
︶

原
田
保
則
一
九
八
〇
﹃
矢
ノ
浦
遺
跡
﹄
武
雄
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
集

原
田
保
則
二
〇
〇
一
﹃
武
雄
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
︵
平
成
三
年
度
～
一
一
年
度
︶﹄
武
雄
市

文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
一
集
︵
草
場
遺
跡
︶

杵
島
郡

木
下
之
治
一
九
六
八
﹃
龍
王
崎
古
墳
群
﹄
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
七
集
︵
白
石
町
龍
王
崎

古
墳
群
︶

唐
津
市

松
尾
禎
作
一
九
五
一
﹁
横
田
下
古
墳
﹂﹃
佐
賀
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
﹄
第
一
〇
輯

田
平
徳
栄
・
蒲
原
宏
行
編
一
九
八
〇
﹃
経
塚
山
古
墳
﹄
浜
玉
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
集

唐
津
湾
周
辺
遺
跡
調
査
委
員
会
編
一
九
八
二
﹃
末
盧
国
﹄
六
興
出
版
︵
谷
口
古
墳
︑
横
田
下
古
墳
︑

樋
ノ
口
古
墳
︑

迫
頭
古
墳
群
︑
長
崎
山
古
墳
群
︑
和
多
田
権
現
山
古
墳
︑
神
集
島
学
校
東
二
号
墳
︑

島
田
塚
古
墳
︶

中
島
直
幸
編
一
九
八
七
﹃
双
水
柴
山
遺
跡
﹄
唐
津
市
文
化
財
調
査
報
告
第
二
〇
集

岩
尾
峯
希
二
〇
〇
一
﹃
衣
干
古
墳
群
﹄
唐
津
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
〇
集

草
場
誠
司
二
〇
〇
三
﹃
鶏
ノ
尾
遺
跡
﹄︵
二
︶

唐
津
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
九
集

小
松
譲
編
二
〇
〇
六
﹃
大
江
前
遺
跡
﹄
西
九
州
自
動
車
道
建
設
に
係
る
文
化
財
調
査
報
告
書
︵
三
︶

佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
七
集
︵
目
貫
古
墳
群
︶

田
島
龍
太
・
宮
本
一
夫
編
二
〇
〇
九
﹃
久
里
双
水
古
墳
﹄
唐
津
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
五
集

伊
万
里
市

大
塚
初
重
・
小
林
三
郎
一
九
六
二
﹁
佐
賀
県
杢
路
寺
古
墳
﹂﹃
考
古
学
集
刊
﹄
第
一
巻
第
四
冊

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
併
任
︵
文
化
教
育
学
部
︶
講
師
︶

重 藤 輝 行
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研

究

佐
賀
藩
に
お
け
る
特
別
会
計

伊

藤

昭

弘

は
じ
め
に

本
稿
は
佐
賀
藩
に
お
け
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
︑
一
般
会
計
︵
年
貢
な
ど
の
本
来
的

な
収
入
と
藩
政
に
か
か
る
支
出
︑
各
藩
の
財
政
担
当
部
局
が
管
理
︶
に
相
当
す
る
収
支

の
詳
細
を
記
し
た
﹁
大
目

(１
)

安
﹂
を
用
い
て
分
析
す
る
︒
近
世
の
﹁
藩
﹂
に
お
け
る
特
別

会
計
と
は
︑
一
般
会
計
と
は
別
に
藩
政
諸
部
局
や
藩
主
家
が
独
自
に
保
有
・
管
理
し
た

資
産
で
あ
り
︑
そ
の
検
討
は
史
料
的
な
限
界
も
あ
り
容
易
で
は
な
い
︒
し
か
し
筆
者
は

こ
れ
ま
で
︑
萩
藩
・
松
代
藩
に
お
け
る
特
別
会
計
を
検
討
し

(２
)

た
ほ
か
︑
佐
賀
藩
に
つ
い

て
も
﹁
引
分
方
﹂
と
い
う
特
別
会
計
の
存
在
を
明
ら
か
に
し

(３
)

た
︒
本
稿
で
も
触
れ
る
が
︑

﹁
大
目
安
﹂
に
拠
る
限
り
︑
引
分
方
に
は
莫
大
な
資
産
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
と
評
価
可
能

で
あ
り
︑
そ
の
存
在
に
注
目
し
た
点
に
お
い
て
︑
佐
賀
藩
財
政
研
究
に
一
石
を
投
じ
た

と
自
負
し
て
い
る
︒

し
か
し
前
稿
は
︑﹁
大
目
安
﹂
に
計
上
さ
れ
た
収
支
項
目
を
債
務
の
借
入
・
返
済
の
収

支
︵
前
稿
で
は
﹁
借
入
収
支
﹂
と
し
た
︶︑
引
分
方
と
の
資
金
の
出
入
り
の
収
支
︵
同
﹁
特

会
収
支
﹂︶︑
そ
の
他
の
収
支
︵
同
﹁
経
常
収
支
﹂︶︑
の
三
つ
に
分
け
て
検
討
し
た
の
み

で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
前
稿
の
最
大
の
目
的
は
︑﹁
大
目
安
﹂
に
毎
年
計
上
さ
れ
て
い
た

莫
大
な
収
支
残
高
︵
翌
年
に
繰
り
越
さ
れ
る
︶
の
評
価
を
変
え
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
従

来
は
イ
コ
ー
ル
債
務
と
し
て
理
解
さ
れ
︑
そ
の
増
加
は
財
政
悪
化
の
指
標
で
あ
る
か
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い

(４
)

た
収
支
残
高
に
つ
い
て
︑
前
稿
で
は
会
計
に
お
け
る
﹁
行
為
の

二
面

(５
)

性
﹂
の
観
点
か
ら
︑
残
高
＝
資
産
と
位
置
づ
け
直
す
こ
と
で
あ

(６
)

り
︑
引
分
方
は
そ

の
過
程
で
発
見
し
た
︒
そ
の
た
め
﹁
大
目
安
﹂
の
収
支
動
向
や
︑
引
分
方
以
外
の
特
別

会
計
に
つ
い
て
は
︑
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
か
っ
た
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
引
分
方
以
外
の
特
別
会
計
に
つ
い
て
も
推
移
を
詳
細
に
分
析

し
︑
佐
賀
藩
財
政
に
お
い
て
︑
特
別
会
計
が
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
︑
検
討

し
た
い
︒一

︑﹁
大
目
安
﹂
の
経
常
収
支
と
特
別
会
計

㈠

﹁
大
目
安
﹂
の
構
造
│
特
別
会
計
分
析
の
前
提
│

前
稿
で
詳
し
く
検
討
し
た
が
︑﹁
大
目
安
﹂
の
収
入
は
﹁
年
貢
な
ど
の
収
入
＋
特
別
会

計
か
ら
の
収
入
＋
前
年
度
繰
越
＋
借
入
﹂︑
支
出
は
﹁
行
政
関
係
支
出
＋
特
別
会
計
へ
の

支
出
＋
返
済
﹂
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
前
稿
で
は
︑
毎
年
の
収
支
︵
収
入

は
前
年
度
繰
越
を
除
く
︶
を
﹁
経
常
収
支
﹂﹁
借
入
収
支
﹂﹁
特
会
収
支
﹂
に
分
け
て
分

析
し
た
︒
本
稿
で
は
︑
繰
越
と
借
入
・
返
済
を
除
い
た
︑
前
稿
の
﹁
経
常
収
支
﹂﹁
特
会

収
支
﹂
に
あ
た
る
部
分
を
改
め
て
﹁
経
常
収
支
﹂︵
以
下
︑
単
に
﹁
収
入
﹂﹁
支
出
﹂
と

し
た
場
合
は
﹁
経
常
収
入
﹂﹁
経
常
支
出
﹂
を
指
す
︶
と
定
義
し
︑
借
入
／
返
済
を
除
い

た
収
入
／
支
出
の
う
ち
︑
特
別
会
計
に
か
か
る
も
の
は
ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
の
か
︑
を

佐賀藩における特別会計

伊 藤 昭 弘
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検
討
す
る
︒

表
１
は
︑
経
常
収
支
の
構
造
に
つ
い
て
︑﹁
大
目
安
﹂
が
連
続
し
て
残
る
明
和
元
年
か

ら
安
政
四
年
ま
で
の
九
四
ヶ
年
を
︑
八
ヶ
年
ご
と
に
一
二
期
︵
最
終
期
は
六
ヶ
年
︶
に

分
け
︑
各
項
目
一
ヶ
年
あ
た
り
平
均
値
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
本
稿
で
は

こ
の
時
期
区
分
を
用
い
る
︒
収
入
・
支
出
と
も
︑
特
別
会
計
に
か
か
る
項
目
の
集
計
値

を
︿
特

(７
)

会
﹀
と
し
︑
そ
れ
以
外
の
経
常
収
支
を
︿
一
般
﹀
と
し
た
︒
ま
た
︿
一
般
﹀
は
︑

収
入
で
は
大
坂
廻
米
な
ど
の
販
売
代
銀
を
︿
売
米
代
﹀︑
米
収
入
︵
年
貢
な
ど
の
収
入
│

売
米
＋
買
米
︶
を
そ
の
時
々
の
米
価
で
銀
換
算
し
た
も
の
を
︿
米
収
入
﹀︑︿
売
米
代
﹀

以
外
に
銀
・
定

(８
)

銀
で
計
上
さ
れ
た
収
入
を
︿
銀
収
入
﹀
と
し
た
︒
支
出
で
は
︑
収
入
同

様
に
米
支
出
を
銀
換
算
し
た
も
の
を
︿
米
支
出
﹀︑
銀
・
定
銀
で
計
上
さ
れ
た
支
出
を

︿
銀
支
出
﹀
と
し
た
︒
な
お
︑
こ
れ
以
降
﹁
～
期
は
～
貫
︵
石
︶﹂
と
記
し
た
場
合
は
︑

す
べ
て
そ
の
期
の
一
ヶ
年
平
均
値
で
あ
る
︒

ま
ず
は
藩
債
の
借
入
／
返
済
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
︒
Ⅲ
期
以
外
︑
借
入
／
返
済

額
は
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
ほ
か
︑
一
二
期
の
う
ち
八
期
で
返
済
額
の
方
が
多
い
︒
前
稿

で
も
検
討
し
た
よ
う
に
︑
佐
賀
藩
藩
債
は
借
入
↓
返
済
↓
借
入
⁝
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が

確
立
し
て
お
り
︑
過
剰
に
借
入
に
頼
っ
た
年
は
み
ら
れ
ず
︑
逆
に
Ⅲ
期
の
よ
う
に
︑
返

済
が
大
き
く
上
回
る
場
合
も
あ
っ

(９
)

た
︒
す
な
わ
ち
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
お
い
て
︑
経
常

支
出
に
充
て
る
た
め
の
可
処
分
所
得
を
増
や
す
に
は
︑
経
常
収
入
の
増
加
が
必
要
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

㈡

経
常
収
支
と
特
別
会
計

続
い
て
経
常
収
支
と
︿
特
会
﹀
の
動
向
に
つ
い
て
︑
各
期
ご
と
に
み
て
い
き
た
い
︒

○
Ⅰ
期
・
Ⅱ
期

収
入
は
︑
両
期
と
も
に
︿
一
般
﹀
の
︿
売
米
代
﹀︿
米
収
入
﹀
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て

伊 藤 昭 弘
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特
会

一
般

特
会

一
般3,049

512
138

1
37,059

25,123
11,937

3,390
8,527

20
0

−
1,439

60
Ⅰ

表
１
「
大
目
安
」
に
お
け
る
借
入
／
返
済
と
経
常
収
支

25,847
2

176
799

2,903
6,332

10,210
14,205

24,415
安
永
元
〜
８

Ⅱ

明
和
元
〜
８

36,504
26,006

10,498
6,799

702
3,539

9,241
15,740

5,060
20,800

安
永
９
〜
天
明
７

Ⅲ

49
−
1,561

0
33

8,995
2,742

11,770
14,077

11,462
2,253

13,715
天
明
８
〜
寛
政
７

Ⅳ

68
1,050

15
2,210

8,612
3,867

14,689
8,237

22,926
14

2,258

寛
政
８
〜
享
和
３

Ⅴ

64
375

7
776

6,714
3,597

11,087
2,289

13,376
18

2,072
266

3,241
5,883

−
297

10
1,378

8,452
3,724

13,554
5,613

19,167
19

2,464
310

2,897
7,587

13,257
5,045

18,302

10,053
3,363

15,437
15,914

31,350
29

4,746
1,070

2,627
7,857

16,300
16,400

32,700
文
化
元
〜
８

Ⅵ

65

28,118
47,732

38
8,619

2,610
2,480

8,888
22,598

27,529
50,127

文
化
９
〜
文
政
２

Ⅶ

57
864

13
2,021

9,268
1,902

2,950
8,780

22,900
18,671

41,571
文
政
３
〜
10

Ⅷ

53
2,983

13
2,520

13,848
3,247

19,615

8,425
16,692

12,002
28,693

文
政
11〜

天
保
６

Ⅸ

56
−
67

24
5,550

13,956
3,461

22,967
19,327

42,295
40

27,254
天
保
７
〜
14

Ⅹ

81
−
2,261

31
5,888

7,708
5,357

18,953
13,362

32,315
22

3,745
128

4,393

92
894

15
2,606

8,515
6,390

17,511
10,996

28,507
23

4,143
−
1,032

5,233
10,061

18,405
8,849

2,303
8,088

6,937
17,328

5,556
22,884

18
3,068

−
1,179

5,985
9,410

17,284
4,889

22,173
弘
化
元
〜
嘉
永
４

Ⅺ

20,005
674

20,679
23

4,299
−
45

4,922
9,294

18,470
720

19,189
嘉
永
５
〜
安
政
４

Ⅻ

97
−
44

13

比
（
％
）

註
：
単
位
は
銀
貫
。
米
価
の
み
銀
匁
。「
比
」
は
経
常
収
入
・
支
出
に
特
会
が
占
め
る
比
率
。
１
貫
未
満
（
米
価
は
１
匁
未
満
、
比
は
１
％
未
満
）
非
表
示
。

経
常

収
入

借
入

収
入
計

(繰
越
除
く
)

年
期

90
−
1,536

16
3,251

10,231
6,523

米
収
入

売
米
代

合
計

米
価

経
常
収
支

比
（
％
）

経
常

支
出

返
済

支
出
計

そ
の
他

米
支
出

合
計

そ
の
他



い
る
︒
た
だ
売
米
量
は
Ⅱ
期
の
方
が
多
い
が
︑
米
価
の
差
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
同
水
準
と

な
っ
た
︒
米
価
下
落
に
よ
る
収
入
源
を
︑
売
米
量
の
増
加
で
補
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
一
方

︿
銀
収
入
﹀
は
全
体
の
五
～
八
％
︑︿
特
会
﹀
は
一
～
二
％
に
過
ぎ
な
い
︒
小
物
成
収
入

が
小
物
成
方
│
懸
硯
方
に
別
会
計
と
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
極
め
て
本
来
的
な
藩
収
入
の

姿
と
い
え
る
︒
支
出
に
つ
い
て
も
︿
特
会
﹀
は
僅
か
で
あ
り
︑︿
一
般
﹀
が
大
半
で
あ
る
︒

○
Ⅲ
期

収
入
は
︑
ま
ず
︿
売
米
代
﹀
が
前
期
の
一
・
五
倍
ほ
ど
に
増
加
し
て
い
る
︒
売
米
量

は
前
期
と
ほ
ぼ
同
じ
で
︑
米
価
の
上
昇
が
要
因
で
あ
る
︒
ま
た
︿
特
会
﹀
の
増
加
が
著

し
く
︑
前
期
比
十
倍
以
上
︑
収
入
の
一
四
％
を
占
め
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
︒︿
売
米

代
﹀︿
特
会
﹀
の
増
加
に
よ
り
︑
収
入
総
額
は
前
期
比
一
・
五
倍
と
な
っ
て
い
る
︒
支
出

で
︑
や
は
り
︿
特
会
﹀
が
二
千
二
百
貫
︵
支
出
の
一
三
％
︶
に
達
し
て
お
り
︑
収
入
・

支
出
と
も
︑︿
特
会
﹀
が
一
定
の
存
在
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
︒

○
Ⅳ
・
Ⅴ
期

Ⅳ
期
は
︑
収
入
・
支
出
と
も
一
転
し
て
Ⅱ
期
の
水
準
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
減
少
し
て

い
る
︒
収
入
は
︿
売
米
代
﹀
の
減
少
が
著
し
い
が
︑
米
価
も
や
や
下
が
っ
て
い
る
も
の

の
︑
四
万
石
以
上
に
の
ぼ
る
売
米
量
の
減
少
が
主
な
要
因
で
あ
る
︒
一
方
︿
特
会
﹀
は

ほ
ぼ
前
期
並
み
で
︑
比
率
は
一
八
％
に
上
昇
し
て
い
る
︒
支
出
で
は
︑︿
特
会
﹀︿
一
般
﹀

と
も
千
五
百
貫
ほ
ど
減
少
し
て
お
り
︑
収
入
減
に
対
応
し
た
と
み
ら
れ
る
︒
Ⅴ
期
は
︑

収
入
・
支
出
と
も
二
千
貫
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
︒︿
特
会
﹀
の
比
率
は
Ⅳ
期
と
ほ
ぼ
同
じ

で
︑
構
造
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
︒

○
Ⅵ
期

︿
特
会
﹀
の
前
期
比
二
倍
近
い
増
加
︑
お
よ
び
家
臣
・
領
民
を
対
象
と
し
た
献
金
米
強

制
の
開
始
︵
文
化
三
年
︶
に
よ
り
︿
そ
の
他
﹀
が
増
加
し
た
た
め
︑
収
入
が
三
千
貫
ほ

ど
増
え
て
い
る
︒
そ
の
な
か
で
︑︿
特
会
﹀
の
比
率
は
二
八
％
と
な
っ
て
い
る
︒
支
出
も

全
般
的
に
増
加
し
て
い
る
が
︑
構
造
面
で
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
︒

○
Ⅶ
・
Ⅷ
期

両
期
と
も
収
支
が
膨
張
し
︑
収
入
は
二
万
二
千
貫
余
︑
支
出
も
二
万
貫
前
後
と
︑
Ⅰ

期
と
比
較
し
て
二
倍
以
上
に
達
し
て
い
る
︒
収
入
で
は
︑
売
米
量
の
増
加
に
よ
り
︿
売

米
代
﹀
も
や
や
増
加
し
て
い
る
が
︑
最
大
の
要
因
は
︿
特
会
﹀
の
急
増
で
︑
Ⅷ
期
で
は

九
千
五
百
貫
余
︑
比
率
も
三
六
％
ま
で
達
し
て
い
る
︒︿
そ
の
他
﹀
の
増
加
は
︑
富
く
じ

︵﹁
勧
化
講
﹂︑
文
化
十
年
開
始
︶
の
収
益
や
人
別
銀
の
徴
収
︵
文
化
一
四
～
文
政
七
年
︶

に
よ
る
︒

支
出
で
は
︑
や
は
り
︿
特
会
﹀
が
Ⅵ
期
比
で
二
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
︒︿
一
般
﹀

の
増
加
は
︑
当
該
期
の
藩
主
斉
直
の
奢
侈
や
︑
文
化
八
年
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
︑
文

化
一
一
年
の
空
米
切
手
事
件
と
い
っ
た
緊
急
支
出
を
要
す
る
案
件
が
あ
っ
た
こ
と
︑
さ

ら
に
Ⅷ
期
で
は
︑
藩
札
︵﹁
米
筈
﹂︶
回
収
費
用
︵﹁
米
筈
御
改
法
ニ
付
御
遣
出
米
筈
引
替

用
渡
方
前
﹂︶
と
し
て
一
万
九
八
四
三
貫
余
が
計
上
さ
れ
た
こ
と
︵
後
述
︶
が
要
因
で
あ

る
︒

○
Ⅸ
～
Ⅻ

期

当
該
期
の
収
入
で
は
︑︿
特
会
﹀
が
Ⅷ
期
に
比
べ
て
ほ
ぼ
半
減
の
三
～
四
千
貫
で
推
移

し
た
︒
ま
た
米
価
変
動
に
よ
り
︿
売
米
代
﹀
が
増
減
し
︑
そ
の
結
果
収
入
総
額
が
変
動

し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︿
そ
の
他
﹀
が
Ⅺ
期
ま
で
漸
減
し
︑
Ⅻ
期
に
急
増
し
て
い
る
︒
こ

れ
は
富
く
じ
発
行
を
徐
々
に
縮
小
・
停
止
し
た
一
方
で
︑
Ⅻ
期
は
安
政
三
︑
四
年
に
藩

札
発
行
益
︵﹁
御
造
立
銀
札
納
﹂︶
が
四
七
六
七
貫
余
︑
三
八
五
八
貫
余
と
計
上
さ
れ
た

た
め
で
あ
る
︒

支
出
で
も
︑︿
特
会
﹀
が
Ⅷ
期
に
比
べ
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
︒
支
出
は
Ⅸ
期
に
藩
主
直

正
の
緊
縮
政
策
に
よ
り
激
減
し
た
が
︑
そ
の
後
は
軍
事
関
係
支
出
の
増

(

)
加
な
ど
︑
直
正

10

の
藩
政
方
針
に
沿
っ
た
支
出
増
が
み
ら
れ
る
︒

佐賀藩における特別会計
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以
上
収
支
の
動
向
を
期
別

に
み
た
が
︑
特
別
会
計
の
推

移
に
注
目
す
る
と
︑

○
Ⅰ
・
Ⅱ
期
⁝
ほ
と
ん
ど
収

支
に
影
響
し
て
い
な
い
時

期
︒

○
Ⅲ
～
Ⅴ
期
⁝
収
支
と
も
一

定
の
存
在
を
示
す
よ
う
に

な
っ
た
時
期
︒

○
Ⅵ
～
Ⅷ
期
⁝
増
加
傾
向
に

あ
り
︑
収
支
の
動
向
に
大

き
く
影
響
し
た
時
期
︒

○
Ⅸ
～
Ⅻ
期
⁝
前
の
時
期
に

比
べ
減
少
す
る
も
︑
や
は

り
一
定
の
存
在
を
示
し
た

時
期
︒

と
区
分
で
き
よ
う
か
︒
こ
う

し
た
推
移
の
理
由
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
︑
特
別
会
計
の
詳

細
を
検
討
す
る
こ
と
で
手
が

か
り
を
得
た
い
︒

二
︑﹁
大
目
安
﹂
特
別
会
計
の
詳
細

㈠

銀
蔵
・
懸
硯
方
に
つ
い
て
│
Ⅰ
︑
Ⅱ
期
│

本
章
で
は
前
章
最
後
に
示

し
た
時
期
区
分
を
用
い
て
︑

特
別
会
計
の
詳
細
を
検
討
し

た
い
︵
表
２
︶︒
ま
ず
Ⅰ
︑
Ⅱ

期
は
︑
両
期
と
も
︿
銀
蔵
﹀

︵
表
３
︶・︿
懸
硯
方
﹀︵
表
４
︶

が
若
干
み
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
︒
銀
蔵
は
︑
米
蔵
と
と
も

に
藩
の
米
銀
資
産
な
ど
を
管

理
す
る
部
局

(

)
で
︑︿
銀
蔵
﹀
の

11

繰
入
︵
特
会
か
ら
﹁
大
目
安
﹂

会
計
へ
︶
で
は
﹁
跡
銀
蔵
役

内
出
目
間
銀
納
﹂
が
明
和
元

年
の
み
︵
八
貫
余
︶︑﹁
銀
蔵

別
段
銀
請
払
帳
内
目
安
向
余

銀
ニ
相
成
候
ニ
付
納
﹂
が
安

永
元
～
五
年
に
み
ら
れ
る
︒

後
者
は
安
永
三
年
に
一
七
二

貫
余
︑
同
五
年
に
四
八
貫
余

が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
︑
他

伊 藤 昭 弘
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表２ 特別会計内訳
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懸硯方銀蔵

――――14729

1,048

Ⅱ

766

1 137 ― ―

4994348201356849

2,606

Ⅲ

5,888

5,550

2,520

2,021

1,378

776

2,210

33
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―

Ⅳ

―

―

―
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―

―
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―
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―
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―

―

銀蔵特会
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1,813
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826
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350
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262
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Ⅵ
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10

―
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―

Ⅶ

―
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12
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乞筈渡

Ⅷ
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314
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340

359
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2176204851,485
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Ⅸ

356

14

―

―

―

―

―

―

2

―
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357
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8

特会計その他

22917
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4,746
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2,072
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期
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繰 入
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Ⅺ
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繰 出

Ⅻ

註：単位は銀貫。１貫未満非表示。

収 支

― ―

両替代
渡

米蔵役
内替米
代渡

繰入計その他
銀蔵役内
其外両替
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江諸方俄納
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役内諸渡
滞銀米納

銀蔵米
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替米代期

Ⅰ
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1
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0

1
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―

Ⅺ
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註：単位は銀貫。１貫未満は非表示。



の
年
は
数
貫
程
度
で
あ
る
︒
繰

出
︵﹁
大
目
安
﹂
会
計
か
ら
特
会

へ
︶
で
は
︑﹁
銀
蔵
役
内
其
外
潰

間
銀
﹂
が
明
和
六
年
か
ら
ほ
ぼ

毎
年
数
～
数
十
貫
ほ
ど
計
上
さ

れ
た
︒

﹁
間
銀
﹂
に
つ
い
て
︑
長
野
暹

氏
は
金
銀
な
ど
の
正
貨
や
藩
札

の
両
替
損
益
と
さ
れ
て
い

(

)
る
︒

12

実
際
に
︑
前
述
の
明
和
元
年
の
よ
う
に
﹁
出
目
﹂
と
い
う
文
言
が
あ
る
場
合
や
︑
天
明

元
年
以
降
は
﹁
両
替
間
銀
﹂
と
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
基
本
的
に
異
論
は
な
い
︒
た
だ
︑

文
政
四
年
に
は
一
万
三
千
貫
以
上
の
﹁
間
銀
﹂
が
計
上
さ
れ
て
お
り
︑
長
野
氏
は
こ
の

年
に
整
理
再
発
行
さ
れ
た
米
筈
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
こ
の
額

は
余
り
に
も
大
き
い
︒﹁
間
銀
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
史
料
を
み
て
み
た
い
︒

爰
元
御
遣
料
去
ル
丑
年
御
側
御
引
請
ニ
相
成
︑
其
砌
者
米
価
も
致
下
落
︑
御
備
茂

無
之
︑
場
所
柄
之
儀
候
得
者
︑
責
而
金
間
銀
ニ
而
も
相
備
居
候
半
而
不
相
叶
候
付
︑

勘
定
所
江
も
右
之
趣
相
達
置
候
︑
其
後
米
直
段
も
高
価
ニ
相
成
︑
御
備
銀
も
相
備
︑

金
間
銀
も
段
々
相
増
候
ニ

(

)
付
︵
後
略
︶

13

天
明
元
年
︑
江
戸
費
用
︵﹁
江
戸
御
遣
料
﹂︶
が
﹁
御
側
引
請
﹂
と
さ
れ
た
︒
具
体
的

に
は
︑
御
側
御
米
方
が
管
理
す
る
﹁
側
﹂
の
米
収
入
を
江
戸
費
用
に
充
て
た
よ
う
で
あ

(

)
る
︒
佐
賀
藩
で
は
職
制
や
会
計
な
ど
﹁
側
﹂︵
藩
主
家
︶
と
﹁
外
向
﹂︵
藩
政
︶
に
分
離

14し
て
お
り
︑
右
の
史
料
は
天
明
八
年
に
年
寄
役
︵
側
運
営
の
中
心
︶
か
ら
﹁
江
戸
地
方
﹂

︵
江
戸
藩
邸
運
営
の
こ
と
か
︶
へ
出
さ
れ
た
書
付
で
あ
る
︒﹁
爰
元
﹂
は
江
戸
を
意
味
し
︑

そ
の
費
用
が
側
引
請
に
な
っ
て
以
降
︑﹁
金
間
銀
﹂
を
何
と
か
増
や
す
よ
う
に
努
め
︑
近

年
の
米
価
上
昇
に
よ
っ
て
備
蓄
も
で
き
︑﹁
金
間
銀
﹂
も
増
し
た
︑
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち

﹁
金
間
銀
﹂
は
︑
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
備
蓄
銀
の
財
源
の
ひ
と
つ
と
理
解
で
き
る
︒
文
政

四
年
の
よ
う
に
︑
多
額
の
﹁
間
銀
﹂
が
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
︑
そ
の
年
の
両
替

益
だ
け
で
な
く
︑
年
々
蓄
積
さ
れ
て
い
た
分
も
含
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で

は
︑﹁︵
金
︶
間
銀
﹂
を
当
該
部
局
の
備
蓄
銀
の
ひ
と
つ
と
︑﹁
潰
間
銀
﹂
は
両
替
損
の
ほ

か
︑
運
用
失
敗
な
ど
に
生
じ
た
備
蓄
銀
の
損
失
と
︑
よ
り
広
く
定
義
し
た
い
︒

Ⅰ
︑
Ⅱ
期
の
検
討
に
戻
る
と
︑﹁
間
銀
﹂
の
損
益
を
含
む
︿
銀
蔵
﹀
繰
出
入
は
さ
ほ
ど

大
き
く
な
く
︑
当
該
期
は
︿
懸
硯
方
﹀
か
ら
の
繰
入
が
多
い
︒︿
懸
硯
方
﹀
は
︑
Ⅰ
期
は

﹁
御
新
地
方
并
丑
年
以
来
上
り
地
有
米
諸
渡
方
相
成
候
残
︑
御
懸
硯
方
俄
被
差
出
候
﹂

と
︑﹁
御
新
地
﹂︵
新
開
地
︶
な
ど
か
ら
の
懸
硯
方
米
収
入
の
一
部
を
﹁
大
目
安
﹂
会
計

に
繰
り
入
れ
た
も
の
で
︑
銀
で
の
繰
入
は
な
い
︒
Ⅱ
期
は
﹁
御
新
地
⁝
﹂
が
半
分
以
上

減
っ
た
一
方
で
︑﹁
増
俵
銭
銀
御
掛
硯
方
俄
被
差
出
候
﹂
と
︑
領
内
港
湾
に
お
け
る
諸
税

収
入
で
︑
懸
硯
方
が
管
轄
し
た
﹁
増
俵
銭
﹂
の
繰
入
︵
全
額
か
︑
一
部
か
不
明
︶
が
安

永
四
年
以
降
計
上
さ
れ
︑
米
収
入
繰
入
の
減
少
分
を
ほ
ぼ
カ
バ
ー
し
て
い
る
︒
懸
硯
方

へ
の
繰
出
は
︑
明
和
三
～
五
年
に
﹁
御
初
穂
金
﹂
が
三
二
貫
前
後
ず
つ
計
上
さ
れ
た
も

の
の
︑
臨
時
的
な
も
の
で
あ
る
︒
両
期
と
も
繰
入
が
多
い
が
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
全
体
に

影
響
す
る
ほ
ど
の
規
模
で
は
な
い
︒

㈡

特
別
会
計
の
質
的
拡
大
│
Ⅲ
～
Ⅴ
期
│

○
銀
蔵

前
述
の
通
り
︑
Ⅲ
期
以
降
特
会
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
る
︒
ま
ず
︿
銀
蔵
﹀
は
︑

繰
入
で
は
天
明
元
年
よ
り
﹁
替
米
代
﹂
が
毎
年
計
上
さ
れ
る
︒
米
で
計
上
さ
れ
︑
各
期

佐賀藩における特別会計
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12

繰出計繰入計
その他
繰入

増俵銭銀御掛硯
方俄被差出候

米収入
繰入

期

Ⅰ

表４ 〈懸硯方〉内訳

―147177654Ⅱ

138 ― ― 138

135255151145Ⅲ

9145177Ⅳ

Ⅴ

―331

―38437163183

―33643166131Ⅵ

―36552190123Ⅶ

―38021192167Ⅷ

48635184266Ⅸ

403Ⅹ

―

14806124278

35638512200174Ⅺ

3191,01259194759Ⅻ

註：単位は銀貫。１貫未満は非表示。



と
も
銀
換
算
で
二
～
三
百

貫
ほ
ど
で
あ
る
︒﹁
替
米

代
﹂
は
囲
米
な
ど
備
蓄
米

を
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
繰

り
入
れ
た
も
の
で
︑
支
出

で
も
﹁
替
米
代
渡
﹂
が
計

上
さ
れ
て
い
る
︒﹁
間
銀
﹂

も
︑
同
じ
く
天
明
元
年
よ

り
ほ
ぼ
毎
年
計
上
さ
れ
︑

当
該
期
で
は
Ⅲ
期
の
二
二

三
貫
余
か
ら
Ⅴ
期
の
五
六

四
貫
余
へ
と
徐
々
に
増
加

し
て
い
る
︒
ま
た
Ⅲ
期
の

天
明
三
︑
四
年
の
み
﹁
出

目
銀
﹂
な
る
項
目
が
現

れ
︑
二
六
五
貫
余
︑
三
一

四
貫
余
が
計
上
さ
れ
て
い

る
︒﹁
出
目
間
銀
﹂﹁
両
替

間
銀
﹂
と
の
差
違
は
不
明

だ
が
︑﹁
両
替
間
銀
﹂
と
は

別
項
目
と
し
て
あ
が
っ
て

い
る
以
上
︑
両
替
益
と
は

別
の
意
味
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
︒

そ
の
ほ
か
Ⅲ
期
に
お
い
て
︑﹁
銀
蔵
米
蔵
役
内
諸
渡
滞
銀
米
納
﹂︵
天
明
元
︑
三
︑
四

年
︶︑﹁
銀
蔵
米
蔵
俄
納
﹂︵
天
明
二
～
四
年
︶
と
い
う
項
目
が
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
前
者

は
︑﹁
銀
米
蔵
が
本
来
余
所
へ
支
払
う
べ
き
銀
米
を
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
繰
り
入
れ
た
﹂

と
い
う
意
味
と
み
ら
れ
る
︒
銀
蔵
か
ら
す
る
と
﹁
滞
﹂
と
い
う
負
債
を
抱
え
る
こ
と
に

な
る
が
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
は
プ
ラ
ス
と
な
る
︒
後
者
は
そ
の
ま
ま
︑︿
銀
蔵
﹀
か
ら

の
繰
入
で
あ
る
︒
Ⅲ
期
は
︑
こ
の
よ
う
な
︿
銀
蔵
﹀
か
ら
﹁
大
目
安
﹂
会
計
へ
の
繰
入

の
存
在
が
特
徴
だ
が
︑
Ⅳ
期
以
降
は
み
ら
れ
な
く
な
る
︒︿
銀
蔵
﹀
へ
の
操
出
は
︑﹁
替

米
代
渡
﹂
と
﹁
潰
間
銀
﹂
の
み
で
あ
る
︒﹁
替
米
代
渡
﹂
は
︑
繰
入
の
﹁
替
米
代
﹂
と
比

べ
て
少
な
い
年
が
多
い
︒﹁
潰
間
銀
﹂
も
﹁
間
銀
﹂
よ
り
少
な
い
︒

○
懸
硯
方

︿
懸
硯
方
﹀
は
︑
繰
入
で
は
米
収
入
が
Ⅰ
期
並
み
に
戻
っ
た
ほ
か
︑
増
俵
銭
銀
が
倍
増

し
て
い
る
︒
ま
た
米
収
入
は
︑
天
明
元
年
以
降
﹁
御
鷹
方
・
御
狩
方
御
遣
料
﹂
な
ど
支

出
内
容
を
特
定
し
て
の
繰
入
と
な
っ
て
お
り
︑
懸
硯
方
が
よ
り
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
取

り
込
ま
れ
︑
量
・
質
と
も
に
両
者
の
関
係
が
緊
密
に
な
っ
た
︒
そ
の
他
Ⅲ
期
の
安
永
九

年
に
﹁
江
戸
元
〆
方
御
遣
料
銀
之
内
御
懸
硯
方
俄
被
差
出
候
﹂
と
し
て
三
五
六
貫
余
︑

Ⅴ
期
の
享
和
三
年
に
﹁
御
書
院
御
建
方
入
具
銀
御
掛
硯
方
俄
被
差
出
候
﹂
と
し
て
二
九

二
貫
余
と
多
額
の
繰
入
が
み
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
臨
時
的
な
も
の
で
︑
懸
硯
方
と

﹁
大
目
安
﹂
会
計
の
関
係
に
大
き
な
影
響
は
な
い
︒
繰
出
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
︒

○
抱
夫
方

Ⅲ
期
よ
り
︑︿
抱
夫
方
﹀︵
表
５
︶︑︿
引
分
方
﹀︑︿
乞
筈
﹀︑︿
そ
の
他
﹀
に
か
か
る
計

上
項
目
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
抱
夫
方
は
︑
そ
の
名
称
か
ら
普
請
や
交
通
に
か
か

る
人
夫
雇
用
な
ど
を
担
う
部
局
と
み
ら
れ
る
︒
天
明
元
年
よ
り
︑﹁
御
牧
方
偖
又
手
男

方
御
遣
料
之
内
へ
抱
夫
方
俄
納
﹂
と
︑
特
定
部
局
の
支
出
に
対
す
る
抱
夫
方
か
ら
の
繰

入
が
現
れ
る
︵
表
５
で
は
﹁
そ
の
他
﹂
と
し
て
一
括
︶︒
支
出
対
象
部
局
は
御
石
火
矢

伊 藤 昭 弘
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繰出計
高木郡抱夫方
御遣料

高木郡抱夫方相
掛候諸通路人馬
賃銀其外郡方請
負米渡

抱夫方御遣料

高木郡抱夫方相掛候
駅々勤雑用御合力銀
筆紙墨料、偖又諸通
人馬賃銭其外渡

繰入計その他
抱夫方御遣料
残納

抱夫料米偖又高木郡
抱夫方御遣料之内、
大配分割合前并人馬
賃銀炬薪代其外渡

期

Ⅰ

表５ 〈抱夫方〉内訳

――――――Ⅱ

― ― ― ―

――20120181―Ⅲ

11612577Ⅳ

Ⅴ

―10317

―725762―574

―875301―529Ⅵ

―99446――446Ⅶ

―

29051447――447Ⅷ

620――620

340

Ⅸ

314

348

340

359

99

87

72

10

―

―

716 ―Ⅹ

―

―

―

―

―

―

―

―

―

308―

―

―

―

―

―

―

―

97

13

310―716――

―

41

39

32

260―750――750

17

Ⅺ

243―770――770Ⅻ

註：単位は銀貫。１貫未満非表示。



方
・
修
理
方
・
御
牧
方
・
山
取
方
・
巡
見
方
・
手
男
方
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
ほ
と

ん
ど
は
毎
年
一
～
二
貫
程
度
の
少
額
か
︑
高
額
な
場
合
も
巡
見
方
が
天
明
八
年
の
み
百

七
貫
計
上
さ
れ
る
な
ど
︑
一
～
四
ヶ
年
程
度
計
上
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
︒
例
外
は
山
取

方
で
︑
天
明
五
年
か
ら
寛
政
六
年
ま
で
毎
年
計
上
さ
れ
︑
額
も
十
～
百
五
十
貫
と
︑
年

に
よ
っ
て
は
大
き
か
っ
た
︒

そ
の
ほ
か
﹁
抱
夫
方
御
遣
料
残
納
﹂︵
繰
入
︶
が
天
明
五
年
～
寛
政
四
︑
六
年
に
計
上

さ
れ
︑
Ⅲ
期
で
は
抱
夫
方
の
大
半
を
︑
Ⅳ
期
で
は
約
四
割
を
占
め
た
が
︑
寛
政
七
年
以

降
は
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
代
わ
っ
て
﹁
抱
夫
料
米
偖
又
高
来
郡
抱
夫
方
御
遣
料
之
内
︑

大
配
分
割
合
前
并
人
馬
賃
銀
炬
薪
代
其
外
渡
﹂
な
る
項
目
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

︵
同
項
目
は
︑
寛
政
五
年
に
も
計
上
︶︑
寛
政
七
年
に
は
六
一
四
貫
余
が
計
上
さ
れ
た
︒

こ
の
項
目
は
︑﹁
抱
夫
料
米
偖
又
高
来
郡
抱
夫
方
御
遣
料
﹂
す
な
わ
ち
抱
夫
方
支
出
に
充

て
る
た
め

(

)
に
﹁
大
配
分
﹂︵
大
身
家
臣
︶
か
ら
徴
収
し
た
り
︑﹁
人
馬
賃
銀
﹂
な
ど
と
し

15

て
領
民
か
ら
徴
収
す
る
銀
米
︑
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
の
抱
夫
方
の
独
自
収
入
を
指
す
と

筆
者
は
理
解
し
て
い
る
︒
寛
政
六
年
ま
で
は
﹁
御
遣
料
残
﹂
す
な
わ
ち
抱
夫
方
会
計
の

収
支
残
が
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
が
︑
同
七
年
以
降
は
抱
夫
方
会
計
収

入
の
ほ
と
ん
ど
︑
も
し
く
は
全
て
が
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
の
た
め
寛
政
六
年
ま
で
は
全
く
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
抱
夫
方
支
出
が
︑
同
七

年
以
降
﹁
大
目
安
﹂
に
現
れ
た
︒
抱
夫
方
会
計
は
が
ん
ら
い
独
立
採
算
制
を
採
り
︑
剰

余
銀
米
が
様
々
な
名
目
で
﹁
大
目
安
﹂
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
が
︑
寛
政
七
年
以
降
は
抱

夫
会
計
全
体
が
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
取
り
込
ま
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
﹁
大
目
安
﹂
へ
の

繰
入
が
Ⅴ
期
に
は
大
き
く
増
加
し
た
一
方
︑
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
支
出
は
七
二

貫
程
度
で
あ
り
︑
結
果
五
〇
三
貫
余
も
の
剰
余
銀
が
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
残
さ
れ
た
︒

○
引
分
方

引
分
方
に
つ
い
て
は
前
稿
で
検
討
し
︑
佐
賀
藩
の
債
権
を
管
理
し
つ
つ
︑﹁
大
目
安
﹂

か
ら
移
転
さ
れ
た
莫
大
な
米

銀
を
保
有
し
︑
逆
に
﹁
大
目

安
﹂
へ
米
銀
を
移
す
場
合
も

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
︒
こ
の
前
稿
に
お
け
る
結

論
は
︑
本
稿
で
も
継
承
し
て

い
る
︒

﹁
大
目
安
﹂
に
お
け
る
引

分
方
に
か
か
る
項
目
は
︵
表

６
︶︑
抱
夫
方
同
様
天
明
元

年
に
﹁
諸
役
滞
銀
米
引
分
方

引
付
之
内
渡
方
前
﹂︵
繰
出
︶

二
四
三
貫
余
が
計
上
さ
れ
た

の
が
初
め
て
で
あ
る
︒
翌
年

か
ら
は
繰
入
に
も
﹁
諸
渡
滞

引
分
方
引
付
其
外
納
﹂
な
る

項
目
が
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
引
分
方
は
﹁
大
目
安
﹂
会
計
か
ら
﹁
諸
役
﹂
へ

渡
す
べ
き
米
銀
を
立
て
替
え
る
場
合
が
あ

(

)
り
︑
繰
入
の
場
合
に
は
引
分
方
に
よ
る
立
て

16

替
え
︵﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
対
す
る
貸
付
︶︑
繰
出
の
場
合
に
は
﹁
大
目
安
﹂
か
ら
引
分

方
へ
の
返
済
と
な
る
︒
こ
う
し
た
﹁
大
目
安
﹂
会
計
と
引
分
方
と
の
貸
借
は
天
明
元
年

以
前
に
も
存
在
し
︑
同
二
年
に
は
寛
延
三
年
か
ら
明
和
九
年
ま
で
の
立
替
分
八
九
七
七

貫
余
が
引
分
方
へ
支
払
わ
れ
て
い
る
︵﹁
そ
の
他
﹂
に
分
類
︶︒
す
な
わ
ち
天
明
元
年
以

前
の
立
替
は
﹁
大
目
安
﹂
収
支
項
目
に
は
反
映
さ
れ
ず
に
﹁
大
目
安
﹂
の
枠
外
で
処
理

さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
天
明
元
年
以
降
は
﹁
諸
役
⁝
﹂
と
い
う
項
目
に
よ
り
︑﹁
大
目

佐賀藩における特別会計
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繰出計その他
引分方引付之
内出切渡

諸役滞銀米引
分方引付之内
渡方前

繰入計引分方納
銀米蔵偖又引
分方其外納

諸渡滞引分方
引付其外納

期

Ⅰ

表６ 〈引分方〉内訳

――――――Ⅱ

― ― ― ―

―675348――348Ⅲ

―29260Ⅳ

Ⅴ

―120352

―687381―381―

―2621,829―1,829―Ⅵ

―1434,662―4,662―Ⅶ

―3502,908―2,908―Ⅷ

21728189―Ⅸ

― 826Ⅹ

3,561

350

143

262

687

120

1,797

―

―

3,47783

―

―

―

―

1,122

―

―

1,099

366

826―329329―

―

―

―

―

366―232232――

―

Ⅺ

1,099―267267――Ⅻ

註：単位は銀貫。１貫未満非表示。



安
﹂
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︵
引
分
方
が
立
て
替

え
た
支
出
内
容
も
﹁
大
目

安
﹂
支
出
に
含
ま
れ
る
︶︒

﹁
諸
渡
滞
引
分
方
引
付
其

外
納
﹂
は
寛
政
元
年
以
降
み

ら
れ
な
く
な
り
︑
代
わ
っ
て

﹁
銀
米
蔵
偖
又
引
分
方
其
外

納
﹂
が
計
上
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
︵
繰
出
の
﹁
諸
役
滞
銀

米
⁝
﹂
は
そ
の
ま
ま
︶︒﹁
銀

米
蔵
﹂
や
﹁
其
外
﹂
と
い
っ

た
文
言
が
あ
る
た
め
︿
引
分

方
﹀
に
含
め
る
の
は
適
当
で

は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る

が
︑﹁
諸
渡
⁝
納
﹂
と
入
れ
替

わ
る
よ
う
に
計
上
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︿
引
分
方
﹀
に
分
類
し
た
︒
入
れ
替
わ
り
の
理
由

は
不
明
だ
が
︑﹁
諸
渡
滞
﹂
と
い
う
文
言
が
消
え
て
お
り
︑
立
替
に
限
定
せ
ず
引
分
方
か

ら
米
銀
が
繰
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

当
該
期
︑︿
引
分
方
﹀
繰
入
は
各
期
と
も
三
百
数
十
貫
で
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
が
︑
繰

出
は
Ⅲ
期
が
一
七
九
七
貫
余
︑
Ⅳ
期
が
一
二
〇
貫
余
︑
Ⅴ
期
が
六
八
七
貫
余
と
変
動
が

激
し
い
︒
た
だ
し
Ⅲ
期
は
前
述
の
寛
延
三
～
明
和
九
年
立
替
分
の
繰
出
が
あ
っ
た
ほ

か
︑
天
明
四
年
に
は
﹁
諸
役
⁝
﹂
が
三
二
〇
七
貫
余
も
計
上
さ
れ
た
た
め
︑
Ⅴ
期
は
寛

政
一
〇
年
に
﹁
諸
役
⁝
﹂
四
三
九
五
貫
余
が
計
上
さ
れ
た
た
め
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間

内
︑
一
定
し
て
高
水
準
を
保
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
天
明
四
︑
寛
政
一
〇
年

の
﹁
諸
役
⁝
﹂
の
増
加
理
由
は
不
明
で
あ
る
︒

○
乞
筈

佐
賀
藩
で
は
例
え
ば
米
建
て
で
発
行
さ
れ
た
藩
札
を
﹁
米
筈
﹂
と
呼
ぶ
な
ど
︑﹁
筈
﹂

＝
札
︑
手
形
︑
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
る
︒﹁
大
目
安
﹂
で
は
︑
例
え
ば
収
入
項
目

と
し
て
﹁
江
戸
元
〆
方
其
外
役
内
御
遣
料
不
足
相
立
候
ニ
付
跡
役
江
乞
筈
前
納
﹂
な
ど

﹁
乞
筈
﹂
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ

る
も
の
が
あ
り
︑
そ
れ
を
ま
と
め

て
︿
乞
筈
﹀
と
し
た
︵
表
７
︶︒

︿
乞
筈
﹀
に
か
か
る
﹁
大
目
安
﹂

計
上
項
目
の
う
ち
︑
文
政
元
年
の

﹁
江
戸
元
〆
方
其
外
役
内
御
遣
料

不
足
相
立
候
ニ
付
︑
向
役
江
之
乞

筈
前
納
﹂︵
繰
入
︶
に
関
し
て
の

み
︑
そ
の
内
訳
が
記
さ
れ
て
い
た

︵
表
８
︶︒
ま
ず
銀
蔵
・
江
戸
元
〆

方
・
大
坂
上
米
方
の
部
局
名
の
み

を
記
し
た
米
銀
高
が
記
さ
れ
︑

い
っ
た
ん
集
計
さ
れ
て
い
る
︒
こ

こ
ま
で
は
︑
江
戸
元
〆
方
関
係
費

の
う
ち
﹁
大
目
安
﹂
会
計
か
ら
支

出
す
べ
き
分
に
つ
い
て
﹁
不
足
﹂

が
生
じ
た
た
め
︑
銀
蔵
ほ
か
か
ら

立
替
払
い
を
行
い
︑
立
替
額
を

伊 藤 昭 弘
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繰出計その他
御印蔵別段銀
御本丸御蔵納
用乞筈前渡

江戸元〆方其外役
内御遣料不足相立
候ニ付乞筈前渡

繰入計その他
江戸元〆方其外役内
御遣料不足相立候ニ
付跡役江乞筈前納

期

Ⅰ

表７ 〈乞筈〉内訳

――――――Ⅱ

― ― ― ―

89133―4―4Ⅲ

951481Ⅳ

Ⅴ

―23455

0―11519933166

――1,1741,1751541,021Ⅵ

259―1,5551,9001201,781Ⅶ

――3,2093,421―3,421Ⅷ

1,276917―917Ⅸ

431Ⅹ

――

1,813

1,174

115

289

222

―

―

73―50249766

309

57

575

1,276

2―5571269

3,209

Ⅺ

――309294―294Ⅻ

註：単位は銀貫。１貫未満非表示。

項 目

表８ 文政元年「江戸元〆方其外役内御遣料不足相立候ニ付、向役江之乞筈前納」内訳

51銀蔵

銀（貫） 米（石）

749江戸元〆方

7,774大坂上米方

小計 7,774801

304丑俄寅大納戸役内江巳秋銀蔵俄出方前、但江府御懸硯方調達金元利巳秋銀蔵書出前受込

23亥俄子大納戸役内江入切引合詰酉秋銀蔵俄出方前

204観姫様御出府方御遣料入切前酉秋銀蔵俄乞筈を以受込前

336

右同断江戸元〆方受込御同人方様御引越方御遣料并御持参金之由、御国許俄仕向前、但
此銀御国許俄者同年上銀仕向無之、惣而御引越方入切取結之儀酉俄戌銀蔵ニ而入切取結
ニ相成居候ニ付而者、夫迄之内ニハ追々上銀仕送り手数相成居可申ニ付、夫迄を以向役
俄之受込手数相整置

867小計

7,7741,668合計

註：銀は１貫、米は１石未満非表示。



﹁
乞
筈
﹂
に
て
﹁
大
目
安
﹂
へ
申
告
し
た
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
江
戸
元
〆
方
・
大
坂

上
米
方
の
額
が
大
き
い
こ
と
も
︑
こ
う
し
た
見
方
を
裏
付
け
る
︵
江
戸
で
の
支
出
に
対

応
し
や
す
い
︶︒
続
い
て
﹁
丑
俄
寅
⁝
﹂
以
降
の
項
目
が
︑﹁
其
外
﹂
に
該
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
各
項
目
と
も
解
釈
が
難
し
い
が
︑
大
納
戸
や
観
姫
︵
斉
直
妹
︶
に
か
か
る

費
用
を
銀
蔵
が
立
て
替
え
た
と
理
解
し
た
い
︒
ま
た
︑
項
目
名
に
は
不
足
が
生
じ
た
部

局
名
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
実
際
に
立
て
替
え
た
部
局
を
指
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒

以
上
の
通
り
︑﹁
乞
筈
﹂
に
つ
い
て
本
稿
で
は
︑
銀
蔵
な
ど
諸
部
局
が
﹁
大
目
安
﹂
会

計
に
代
わ
り
立
て
替
え
た
分
を
申
告
す
る
︑
手
形
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と

考
え
る
︒
前
述
の
﹁
乞
筈
前
納
﹂
の
場
合
に
は
︑﹁
乞
筈
﹂
発
行
部
局
か
ら
﹁
大
目
安
﹂

会
計
へ
の
米
銀
繰
入
で
あ
る
︒
逆
に
﹁
大
目
安
﹂
支
出
項
目
に
は
﹁
乞
筈
前
渡
﹂
と
計

上
さ
れ
︑﹁
乞
筈
﹂
発
行
部
局
へ
の
繰
出
と
な

(

)
る
︒

17

︿
乞
筈
﹀
は
︑
繰
入
・
繰
出
と
も
Ⅲ
期
か
ら
現
れ
る
︒
た
だ
当
該
期
で
は
︑
繰
入
で
は

﹁
江
戸
元
〆
方
其
外
役
内
御
遣
料
不
足
相
立
候
ニ
付
跡
役
江
乞
筈
前
納
﹂
が
天
明
七
年
︑

寛
政
五
～
八
年
に
︑
繰
出
で
は
﹁
諸
役
所
負
銀
其
外
跡
方
俄
銀
蔵
役
内
江
向
送
ニ
相
成

候
処
︑
依
御
仕
組
跡
銀
蔵
俄
之
乞
筈
前
渡
﹂
が
天
明
二
年
︑﹁
御
印
蔵
別
段
銀
御
本
丸
御

蔵
納
用
乞
筈
前
渡
﹂
が
天
明
六
～
八
年
︑
寛
政
二
～
四
年
に
計
上
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
額

は
数
十
～
数
百
貫
と
大
き
い
が
︑
長
期
間
連
続
し
て
計
上
さ
れ
る
よ
う
な
項
目
は
無

い
︒
こ
の
時
期
は
︑
ま
だ
﹁
乞
筈
﹂
を
媒
介
と
し
た
﹁
大
目
安
﹂
会
計
と
諸
部
局
と
の

米
銀
の
出
入
り
は
定
例
化
し
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
引
分
方
な
ど
と
同
様
に
Ⅲ
期
か

ら
現
れ
た
こ
と
は
︑
他
の
特
会
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
︒

○
そ
の
他

︿
そ
の
他
﹀
は
︑
こ
こ
ま
で
の
特
会
に
加
え
な
か
っ
た
も
の
の
総
計
で
あ
る
︒
各
項
目

と
も
単
年
～
数
年
の
み
の
計
上
か
︑
長
期
間
計
上
さ
れ
た
項
目
も
さ
ほ
ど
額
が
大
き
く

な
い
た
め
︑
単
独
の
分
類
項
目
と
は
せ
ず
に
一
括
し
た
︒
こ
れ
も
︑
や
は
り
Ⅲ
期
の
天

明
元
年
か
ら
現
れ
る
︒
Ⅲ
期
の
繰
入
が
四
九
九
貫
余
と
多
い
が
︑
こ
れ
は
﹁
大
坂
銀
方

役
内
跡
役
俄
之
引
送
前
其
外
納
﹂
二
八
三
九
貫
余
︑
天
明
二
～
四
︑
六
年
﹁
竹
木
買
料

余
銀
納
﹂
四
三
～
七
五
貫
余
︑
天
明
七
年
﹁
御
側
御
米
方
御
武
具
方
江
戸
元
〆
方
其
外

跡
年
御
遣
料
残
銀
米
納
﹂
三
八
一
貫
余
な
ど
︑
単
年
も
し
く
は
短
期
間
で
は
あ
る
が
︑

一
定
額
あ
る
項
目
が
計
上
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
特
に
︑
こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
も
注

目
さ
れ
る
天
明
元
年
に
︑
多
額
の
繰
入
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
︒
項
目
の
性

質
と
し
て
は
︑﹁
跡
役
俄
之
引
送
﹂﹁
残
銀
米
﹂
と
い
っ
た
文
言
か
ら
︑
諸
部
局
に
お
け

る
剰
余
米
銀
が
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
天
明
五

年
か
ら
︑﹁
御
武
具
方
御
遣
料
之
内
米
筈
方
俄
納
﹂
が
文
政
四
年
ま
で
︵
文
化
一
一
年
除

く
︶
計
上
さ
れ
る
︒
額
は
十
～
二
十
貫
程
度
だ
が
︑
こ
の
よ
う
に
特
定
用
途
を
指
定
し

て
諸
部
局
︵
米
筈
方
以
外
に
は
修
理
方
・
六
府
方
な
ど
︶
の
資
金
を
﹁
大
目
安
﹂
に
繰

り
入
れ
る
方
式
は
︑
前
述
の
抱
夫
方
で
も
み
ら
れ
た
︒
た
だ
長
期
に
続
く
の
は
こ
の

﹁
御
武
具
方
⁝
﹂
の
み
で
あ
る
︒﹁
大
目
安
﹂
か
ら
の
繰
出
は
︑
当
該
期
は
み
ら
れ
な
い
︒

以
上
の
通
り
︑
当
該
期
は
抱
夫
方
な
ど
の
特
会
と
の
新
た
な
関
係
が
始
ま
っ
た
ほ

か
︑
Ⅰ
期
よ
り
み
ら
れ
た
銀
蔵
・
懸
硯
方
も
定
例
的
か
つ
多
額
と
な
っ
た
︒
そ
の
変
化

は
︑
ほ
と
ん
ど
の
項
目
で
Ⅲ
期
の
天
明
元
年
を
起
点
と
し
て
お
り
︑
同
年
に
つ
い
て
の

評
価
は
後
述
し
た
い
︒

㈢

特
別
会
計
の
量
的
拡
大
と
安
定
化
│
Ⅵ
～
Ⅻ
期
│

○
Ⅵ
～
Ⅷ
期

・
繰
入

Ⅵ
期
の
︿
特
会
﹀
総
額
は
Ⅴ
期
の
二
倍
近
く
に
達
し
て
い
る
が
︑
内
訳
を
み
る
と
︿
引

分
方
﹀
と
︿
乞
筈
﹀
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
︿
引
分
方
﹀
は
︑﹁
銀
米
蔵
偖

又
引
分
方
其
外
納
﹂
が
文
化
三
年
に
二
千
貫
を
超
え
︑
四
・
五
年
は
千
五
百
貫
弱
︑
六

佐賀藩における特別会計
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年
に
は
七
〇
九
九
貫
余
に
達
し
た
こ
と
が
大
き
い
︒︿
乞
筈
﹀
は
﹁
江
戸
元
〆
方
其
外
役

内
御
遣
料
不
足
相
立
候
ニ
付
跡
役
江
乞
筈
前
納
﹂
が
増
加
し
て
い
る
が
︑
正
確
に
は

﹁
江
戸
元
〆
方
大
坂
上
米
方
其
外
役
内
御
遣
料
不
足
相
立
候
ニ
付
乞
筈
前
納
﹂
と
﹁
大
坂

上
米
方
﹂
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︵
立
替
払
い
の
性
質
自
体
に
変
わ
り
な
い
の
で
︑
表
７

で
は
﹁
江
戸
元
〆
方
其
外
役
内
御
遣
料
不
足
⁝
﹂
と
一
括
し

(

)
た
︶︒
こ
れ
は
Ⅴ
期
最
終
年

18

の
享
和
三
年
か
ら
現
れ
て
文
化
六
年
ま
で
続
き
︑
享
和
三
～
文
化
二
年
は
千
二
百
貫
前

後
︑
文
化
三
・
四
年
は
と
も
に
二
二
六
七
貫
余
︑
同
五
・
六
年
は
四
百
貫
前
後
で
あ
る
︒

Ⅶ
期
は
︑︿
銀
蔵
﹀・︿
引
分
方
﹀・︿
乞
筈
﹀
が
増
加
す
る
︒︿
銀
蔵
﹀
は
︑﹁
銀
蔵
役
内

其
外
両
替
間
銀
納
﹂
が
Ⅵ
期
と
比
し
て
ほ
ぼ
倍
増
し
て
お
り
︑
文
化
九
︑
一
二
～
一
四
︑

文
政
元
年
と
一
千
貫
を
超
え
て
い
る
︒︿
引
分
方
﹀
は
文
化
一
二
年
に
﹁
銀
米
蔵
偖
又
引

分
方
其
外
納
﹂
が
二
万
五
七
五
九
貫
余
と
莫
大
な
額
が
計
上
さ
れ
た
︒
乞
筈
は
﹁
江
戸

元
〆
方
其
外
役
内
御
遣
料
不
足
⁝
﹂
が
文
化
一
二
～
一
四
年
に
三
千
～
三
千
七
百
貫
ほ

ど
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
や
は
り
前
期
同
様
︿
引
分
方
﹀・︿
乞
筈
﹀
の
増
加
が
大
き
く
︑

特
会
全
体
額
を
大
き
く
引
き
上
げ
た
︒

Ⅷ
期
は
︑︿
銀
蔵
﹀・︿
乞
筈
﹀
が
増
加
し
︑︿
引
分
方
﹀
は
減
少
す
る
︒︿
銀
蔵
﹀
は
前

期
同
様
﹁
銀
蔵
役
内
其
外
両
替
間
銀
納
﹂
が
増
加
し
て
い
る
が
︑
文
政
四
年
に
一
万
三

一
四
三
貫
余
が
計
上
さ
れ
た
た
め
で
︑
他
の
年
は
数
十
～
数
百
貫
か
︑
計
上
さ
れ
て
い

な
い
年
も
三
ヶ
年
あ
っ
た
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
文
政
四
年
は
大
規
模
な
米
筈
整
理
が
実

行
さ
れ
た
年
で
あ
り
︑
長
野
氏
の
指
摘
の
如
く
そ
の
過
程
で
巨
額
の
利
益
が
生
じ
た

か
︑
も
し
く
は
同
年
に
は
米
筈
回
収
費
用
と
し
て
一
万
九
八
四
三
貫
余
が
﹁
大
目
安
﹂

支
出
に
計
上
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
財
源
と
し
て
多
額
の
資
金
が
銀
蔵
か
ら
拠
出
さ
れ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
Ⅷ
期
の
︿
銀
蔵
﹀
増
加
は
文
政
四
年
の
突
出
が

要
因
で
あ
り
︑
期
間
を
通
じ
て
高
水
準
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒︿
乞
筈
﹀
は
︑
す
べ

て
の
年
で
一
千
貫
以
上
で
︑
文
政
四
・
八
年
に
は
六
千
貫
を
超
え
て
い
た
︒︿
引
分
方
﹀

は
︑
Ⅶ
期
の
文
化
一
二
年
の
よ
う
に
突
出
し
た
年
が
無
い
た
め
で
︑
文
政
三
～
五
年
は

六
千
貫
を
超
え
て
い
る
︒
た
だ
文
政
六
年
は
一
九
八
貫
余
と
急
減
し
︑
そ
の
後
は
千
三

百
貫
程
度
ま
で
し
か
増
加
し
て
い
な
い
︒

・
繰
出

︿
乞
筈
﹀
の
増
加
が
著
し
い
︒
Ⅵ
期
の
文
化
五
年
頃
よ
り
︿
乞
筈
﹀
繰
入
と
ほ
ぼ
同
額

が
翌
年
の
繰
出
に
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
Ⅶ
期
に
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
ほ
ぼ
確
立

す
る
︒
す
な
わ
ち
銀
蔵
な
ど
諸
部
局
に
よ
る
立
替
払
い
が
﹁
大
目
安
﹂
に
申
告
さ
れ
る

と
︑
そ
の
翌
年
に
は
直
ち
に
同
額
が
諸
部
局
に
返
納
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
と

み
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
期
別
の
︿
乞
筈
﹀
繰
出
額
は
︑
繰
入
額
と
ほ
ぼ
同
額
と
な
っ
て

い
る
︒

︿
銀
蔵
﹀
は
︑
Ⅷ
期
に
急
増
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
銀
蔵
役
内
其
外
潰
間
銀
﹂
が
文
政

三
年
に
四
九
二
三
貫
余
︑
文
政
九
年
に
六
二
一
二
貫
余
計
上
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
両

年
と
も
︑
文
政
四
・
八
年
に
実
施
さ
れ
た
米
筈
整
理
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
が
︑
詳

細
は
不
明
で
あ
る
︒

そ
の
ほ
か
︿
抱
夫
方
﹀
が
︑
Ⅷ
期
に
増
加
し
て
い
る
︒
文
政
五
年
ま
で
は
﹁
高
来
郡

抱
夫
方
相
掛
候
駅
々
勤
雑
用
御
合
力
銀
筆
紙
墨
料
︑
偖
又
諸
通
人
馬
賃
銭
其
外
渡
﹂
が

毎
年
一
〇
〇
貫
前
後
計
上
さ
れ
て
い
た
が
︑
同
六
年
以
降
は
﹁
抱
夫
方
御
遣
料
﹂
と
し

て
二
～
五
〇
〇
貫
ほ
ど
に
増
加
し
た
︒
当
該
期
に
抱
夫
方
関
係
支
出
が
増
加
す
る
要
因

は
見
あ
た
ら
ず
︑﹁
大
目
安
﹂
計
上
項
目
の
文
言
か
ら
判
断
す
る
と
︑
文
政
五
年
ま
で
は

抱
夫
支
出
の
一
部
︵
項
目
名
に
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
︶
を
﹁
大
目
安
﹂
か
ら
支
出
し

て
い
た
が
︑
同
六
年
以
降
は
全
て
を
﹁
大
目
安
﹂
か
ら
支
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

以
上
が
Ⅵ
～
Ⅷ
期
に
お
け
る
特
別
会
計
の
詳
細
で
あ
る
︒
全
体
で
み
る
と
当
該
期
は

各
期
と
も
数
千
貫
繰
入
の
方
が
多
く
︑
経
常
支
出
が
増
加
し
た
た
め
︑
そ
の
対
応
策
と
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し
て
諸
部
局
特
別
会
計
と
﹁
大
目
安
﹂
会
計
の
密
着
化
が
図
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
特
に

︿
引
分
方
﹀
と
︿
乞
筈
﹀
が
大
半
を
占
め
て
お
り
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
は
両
者
に
依
存
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

○
Ⅸ
～
Ⅻ

期

・
繰
入

Ⅸ
期
に
入
る
と
繰
入
額
は
激
減
す
る
が
︑
特
に
︿
引
分
方
﹀
と
︿
乞
筈
﹀
の
減
少
が

著
し
い
︒︿
引
分
方
﹀
は
︑﹁
諸
渡
滞
⁝
﹂
が
文
政
一
一
・
一
二
年
に
五
九
一
貫
余
︑
九

二
一
貫
余
が
計
上
さ
れ
て
以
降
み
ら
れ
な
く
な
り
︑
同
五
年
か
ら
﹁
引
分
方
納
﹂
が
現

れ
る
が
︑
額
は
百
貫
強
と
さ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
︒︿
乞
筈
﹀
も
︑
文
政
一
一
・
一
二
年

は
千
七
百
貫
前
後
と
Ⅷ
期
中
の
年
度
と
比
し
て
も
遜
色
な
い
額
だ
が
︑
や
は
り
天
保
元

年
以
降
は
途
切
れ
は
し
な
い
も
の
の
数
百
貫
程
度
に
減
少
す
る
︒
天
保
元
年
は
斉
直
に

代
わ
っ
て
直
正
が
藩
主
の
座
に
就
い
た
年
で
あ
り
︑
そ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
︒

︿
銀
蔵
﹀
は
︑
様
相
が
そ
れ
ま
で
と
大
き
く
変
化
し
た
︒﹁
両
替
間
銀
﹂
は
引
き
続
き

計
上
さ
れ
︑
Ⅷ
期
と
比
べ
れ
ば
減
少
し
た
が
︑
六
三
九
貫
余
が
繰
り
入
れ
ら
れ
た
︒
し

か
し
天
保
元
年
以
降
︑
備
蓄
米
に
関
わ
る
﹁
替
米
代
﹂
が
消
え
た
ほ
か
︑﹁
銀
米
蔵
其
外

江
諸
方
俄
納
﹂﹁
銀
米
蔵
渡
滞
并
舞
筈
引
付
納
﹂
が
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
前
者

の
﹁
諸
方
﹂
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
諸
部
局
の
残
余
米
銀
や
銀
蔵
の
独
自
収
入
分
が
銀

蔵
を
経
由
し
て
﹁
大
目
安
﹂
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
後
者
の

﹁
舞
筈
﹂
は
﹁
乞
筈
﹂
と
同
義
だ
と
考
え
ら
れ
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
か
ら
銀
蔵
へ
払
う
べ

き
米
銀
の
う
ち
未
納
分
を
﹁
舞
筈
﹂
で
申
告
し
︵
未
納
分
は
︑
銀
蔵
が
立
替
払
い
︶︑﹁
大

目
安
﹂
上
は
銀
蔵
か
ら
の
負
債
と
い
う
か
た
ち
を
採
っ
て
い
る
︑
と
本
稿
で
は
定
義
し

た
い
︒
両
方
と
も
毎
年
数
百
貫
規
模
で
計
上
さ
れ
︑︿
銀
蔵
﹀
繰
入
の
な
か
で
一
定
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
︿
抱
夫
方
﹀
の
増
加
は
︑
米
価
の
上
昇
に
よ
り
米
に

よ
る
計
上
分
の
銀
換
算
額
が
増
え
た
た
め
で
あ
る
︒

そ
の
後
の
Ⅹ
～
Ⅻ
期
で
は
︑︿
懸
硯
方
﹀
が
Ⅻ
期
に
増
加
し
て
い
る
︵
Ⅹ
期
の
増
加
は

米
価
の
上
昇
が
要
因
︶︒
こ
れ
は
嘉
永
六
～
安
政
二
年
に
﹁
御
借
銀
地
御
物
成
御
取
納

前
御
懸
硯
方
俄
被
差
出
候
﹂︑
安
政
三
・
四
年
に
﹁
新
組
足
軽
御
切
米
偖
又
御
小
物
成
出

筋
役
料
飯
米
其
外
渡
方
用
御
掛
硯
方
俄
被
差
出
候
﹂
と
の
名
目
で
毎
年
お
よ
そ
米
九
千

石
余
が
計
上
さ
れ
た
た
め
で
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
と
懸
硯
方
の
さ
ら
な
る
密
着
化
︑﹁
側
﹂

と
﹁
外
向
﹂
が
一
体
と
な
っ
て
藩
政
改
革
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

(

)
る
︒
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・
繰
出

Ⅸ
期
に
至
り
︑︿
銀
蔵
﹀・︿
乞
筈
﹀
が
大
き
く
減
少
し
た
一
方
︑︿
引
分
方
﹀
が
急
増

し
て
い
る
︒︿
銀
蔵
﹀
は
︑
繰
入
同
様
﹁
替
米
代
渡
﹂
が
消
え
た
た
め
︑︿
乞
筈
﹀
は
繰

入
の
減
少
に
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒︿
引
分
方
﹀
は
︑
や
は
り
繰
入
同
様
﹁
諸
渡
滞

⁝
﹂
が
文
政
一
二
年
ま
で
し
か
計
上
さ
れ
ず
︑
天
保
元
年
以
降
は
﹁
引
分
方
引
付
之
内

出
切
渡
﹂
も
し
く
は
単
に
﹁
引
分
方
渡
﹂
と
し
て
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︵
表
で
は

一
括
し
て
い
る
︶︒
そ
し
て
天
保
五
年
に
﹁
引
分
方
渡
﹂
二
万
六
七
六
〇
貫
余
が
計
上
さ

れ
︑
Ⅸ
期
の
数
字
を
大
き
く
引
き
上
げ
た
要
因
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
他
の
年
は
一
一

～
三
四
六
貫
余
と
︑
Ⅸ
期
平
均
額
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
た
︒︿
引
分
方
﹀
は
Ⅻ
期
も
多

い
が
︑
嘉
永
五
年
に
五
六
一
一
貫
余
が
計
上
さ
れ
た
た
め
で
︑
そ
の
他
の
年
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
︒

以
上
当
該
期
は
︑
特
定
項
目
が
突
出
し
た
場
合
が
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
は
Ⅶ
・
Ⅷ

期
に
比
べ
減
少
傾
向
に
あ
り
︑
特
定
の
特
別
会
計
と
﹁
大
目
安
﹂
会
計
の
関
係
が
深

ま
っ
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
問
題
は
︑
天
保
五
年
の
莫
大
な
引
分
方
へ
の
繰
出

の
評
価
で
あ
る
︒
前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
天
保
五
年
度
は
佐
賀
城
二
ノ
丸
火
災
を

機
に
︑
藩
主
直
正
主
導
の
藩
政
改
革
が
本
格
化
し
た
と
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
︒
改
革
に

本
腰
を
入
れ
る
に
あ
た
り
︑﹁
大
目
安
﹂
会
計
か
ら
引
分
方
に
米
銀
を
移
動
さ
せ
︑
懸
硯

方
同
様
藩
主
の
裁
量
に
よ
り
使
え
る
財
源
と
し
て
活
用
し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
筆
者

佐賀藩における特別会計
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は
考
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
佐
賀
藩
天
保
改
革
は
︑
そ
れ
ま
で
の
藩
政
の
な
か
で
蓄
積

さ
れ
て
い
た
莫
大
な
富
を
活
用
し
て
︑
国
力
の
増
強
に
努
め
た
︑
と
︒
未
だ
当
該
事
例

の
詳
細
は
不
明
な
た
め
︑
あ
く
ま
で
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︑
引
分
方
を
ど
う
位
置
づ
け

る
か
で
︑
幕
末
佐
賀
藩
の
評
価
は
大
き
く
変
わ
る
だ
ろ
う
︒

以
上
︑﹁
大
目
安
﹂
に
お
け
る
特
別
会
計
項
目
の
推
移
に
つ
い
て
︑
期
別
に
検
討
し

た
︒
そ
の
結
果
︑
天
明
元
年
以
降
特
会
項
目
が
拡
大
し
︑
そ
の
も
と
で
化
政
期
に
量
的

増
加
を
み
せ
︑
天
保
期
以
降
は
縮
小
す
る
も
の
の
︑
佐
賀
藩
の
財
政
運
営
に
お
い
て
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
︑
や
は
り
天
明

元
年
が
最
大
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
い
っ
た
い
天
明
元
年
と
は
︑
ど
の

よ
う
な
年
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

三
︑︿
財
政
﹀
政
策
の
展
開
と
特
別
会
計

㈠

財
政
官
僚
機
構
の
再
編
と
特
別
会
計

ま
ず
は
次
の
史
料
を
検
討
し
よ
う
︒

御
蔵
方
之
儀
︑
御
相
続
方
江
被
相
附
候
半
而
は
︑
郷
内
之
支
配
扨
又
諸
雑
務
之
手

当
全
行
届
不
申
︑
是
迄
は
御
取
納
方
一
通
并
会
所
役
人
柄
等
於
御
蔵
方
吟
味
相

決
︑
御
相
続
方
江
も
相
達
来
候
処
︑
御
相
続
方
・
御
蔵
方
依
事
は
其
意
味
両
篇
ニ

有
之
︑
急
ニ
決
着
不
仕
処
俄
往
変
ニ
隙
取
候
内
︑
手
当
後
ニ
も
罷
成
候
儀
有
之
︑

別
而
繁
雑
ニ
相
見
候
︑
右
之
通
ニ
而
は
此
節
御
仕
与
之
御
趣
意
行
届
不
申
︑
諸
筋

之
憂
ニ
相
成
候
条
︑
弥
御
相
続
方
江
御
蔵
方
相
附
候
通
無
之
而
不
相
叶
候
︵
後

(

)
略
︶
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こ
れ
は
天
明
元
年
六
月
に
佐
賀
藩
相
続
方
が
作
成
し
た
︑
相
続
方
・
蔵
方
の
統
合
案

で
あ
る
︒
相
続
方
は
安
永
六
年
に
設
置
さ
れ
︑
勝
手
方
に
代
わ
り
財
政
運
営
を
行
っ

(

)
た
︒
蔵
方
は
︑
年
貢
な
ど
諸
税
の
出
納
の
ほ
か
︑
代
官
所
を
統
括
し
民
政
を
担
っ
て
い

21た
︒
こ
の
案
は
︑
郷
方
を
相
続
方
の
附
属
と
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
手
続
き
・
コ
ス
ト

の
削
減
を
図
っ
て
い
る
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
︒
こ
の
案
は
認
め
ら
れ
︑
九
月
二
〇

日
に
は
﹁
御
蔵
方
之
儀
御
相
続
方
江
被
相
付
候
﹂
と
正
式
に
公
布
さ
れ
︑
蔵
方
役
人
は

御
相
続
方
へ
出
勤
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

(

)
た
︒

22

蔵
方
に
つ
い
て
は
︑
明
和
九
年
九
月
の
﹁
蔵
入
方
付
而
之
書

(

)
付
﹂
に
お
い
て
﹁
相
続

23

方
之
儀
︑
古
格
之
通
於
蔵
方
可
相
整
候
﹂
と
さ
れ
て
い
た
︒
部
局
と
し
て
の
相
続
方
は

ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
の
場
合
は
﹁
財
政
に
関
す
る
業
務
﹂
と
い
う
く
ら

い
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
当
時
存
在
し
た
勝
手
方
や
︑
そ
の
後
の
相
続
方
と
の
関
係
は
不

明
だ
が
︑﹁
蔵
入
方
付
而
之
書
付
﹂
の
内
容
を
み
る
と
︑
前
述
の
通
り
財
政
に
関
す
る
事

務
的
業
務
や
民
政
を
担
う
も
の
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
財
政
政
策
﹂
の
立
案
と
い
っ
た
政
治

的
な
権
限
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

ま
た
佐
賀
藩
に
は
勘
定
所
と
い
う
部
局
も
存
在
し
た
が
︑
そ
の
職
務
規

(

)
程
に
﹁
月
々

24

現
銀
米
請
払
之
目
安
︑
役
々
俄
蔵
方
え
差
出
候
様
︑
右
十
二
ヶ
月
相
揃
候
上
︑
勘
定
所

え
毎
年
十
月
中
相
納
候
様
申
付
候
事
﹂
と
あ
り
︑
諸
部
局
に
お
け
る
月
々
の
﹁
目
安
﹂

︵
こ
の
場
合
は
出
納
実
績
と
理
解
︶
を
蔵
方
が
ま
ず
集
約
し
︑
勘
定
所
へ
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
職
務
規
程
に
は
︑
毎
年
の
財
政
収
支
の
お
よ
そ
の
目
安
と
な
る

﹁
十
二
ヶ
月
大
割
目
録
﹂
に
つ
い
て
︑
毎
年
十
月
前
に
︵
一
〇
月
～
翌
年
九
月
が
会
計
年

度
︶﹁
我
等
﹂︵
請
役
所
︵
藩
政
を
統
括
︶
当
役
を
は
じ
め
と
す
る
家
老
ク
ラ
ス
と
考
え

ら
れ
る
︶
で
最
終
決
定
し
︑
請
役
所
・
勘
定
所
・
蔵
方
へ
通
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
︑
財
政
運
営
に
は
こ
の
三
部
局
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
そ
の
他
の

規
定
と
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
実
際
の
米
銀
出
納
は
蔵
方
が
担
い
︑
蔵
方
か
ら
提
出
さ
れ

た
実
績
を
勘
定
所
が
チ
ェ
ッ
ク
し
て
﹁
大
目
安
﹂
な
ど
会
計
帳
簿
を
作
成
︑
請
役
所
︵
の
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勝
手
方
／
相
続
方
︶
が
勘
定
所
か
ら
上
が
っ
て
き
た
数
字
を
も
と
に
財
政
政
策
立
案
︑

と
い
う
役
割
分
担
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
天
明
元
年
の
統
合
は
︑
財
政

運
営
を
担
当
し
た
相
続
方
に
︑
財
政
の
事
務
的
業
務
お
よ
び
民
政
を
一
括
し
て
担
わ
せ

る
た
め
︑
と
理
解
し
た
い
︒

こ
の
統
合
に
よ
る
狙
い
は
︑
ま
ず
は
前
述
の
通
り
手
続
き
／
コ
ス
ト
の
削
減
︑
と

い
っ
た
点
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
財
政
支
出
の
削
減
を
図
る
当
該
期
の
政
策
傾
向
に
も
合
致

す
る
︒
統
合
案
に
は
︑
そ
の
他
に
狙
い
が
あ
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
特

別
会
計
と
﹁
大
目
安
﹂
と
の
関
係
と
い
う
点
に
︑
次
の
よ
う
に
関
連
づ
け
た
い
︒

天
明
元
年
九
月
一
七
日
に
出
さ
れ
た
諸
役
人
リ
ス

(

)
ト
を
み
る
と
︑
蔵
方
は
印
蔵
・
船

25

方
・
津
方
・
郷
方
・
抱
夫
方
・
郷
普
請
方
・
修
理
方
・
御
馳
走
米
方
・
差
分
地
方
・
引

分
方
・
祠
堂
銀
方
・
諸
整
方
・
検
者
方
・
米
会
所
・
米
筈
方
と
︑
実
に
多
く
の
部
局
を

管
轄
下
に
置
い
て
い
た
︒
抱
夫
方
・
引
分
方
は
前
述
の
通
り
﹁
大
目
安
﹂
に
お
い
て
一

定
の
存
在
感
を
示
し
て
い
た
特
別
会
計
を
抱
え
て
い
た
し
︑
そ
の
他
に
も
︑
修
理
方
・

米
筈
方
・
御
印
蔵
か
ら
臨
時
的
に
﹁
大
目
安
﹂
会
計
へ
米
銀
の
繰
入
が
行
わ
れ
て
い
た
︒

ま
た
銀
蔵
も
︑
も
と
も
と
蔵
方
管
下
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
前
章
ま
で
の
分
析
で
天

明
元
年
か
ら
︵
も
し
く
は
以
降
︶﹁
大
目
安
﹂
会
計
と
の
米
銀
繰
入
／
出
が
確
認
で
き
た

部
局
の
多
く
が
︑
蔵
方
管
轄
下
に
あ
っ
た
︒
天
明
元
年
の
統
合
が
︑
こ
こ
ま
で
意
図
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ
な
い
が
︑
統
合
さ
れ
た
年
か
ら
銀

蔵
・
引
分
方
・
抱
夫
方
と
い
っ
た
部
局
の
特
別
会
計
に
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
︑

少
な
く
と
も
そ
う
し
た
特
別
会
計
の
存
在
を
︑
請
役
所
当
役
な
ど
政
権
担
当
者
は
認
識

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
部
局
が
管
理
し
て
い
た
特
別
会
計
は
︑
相
続
方

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
か
れ
︑
財
政
運
営
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒﹁
大
目

安
﹂
に
お
け
る
特
別
会
計
の
最
大
の
画
期
は
︑
こ
の
よ
う
な
財
政
担
当
部
局
の
改
編
に

基
づ
い
て
い
た
と
本
稿
で
は
考
え
た
い
︒

㈡

﹁
国
益
﹂
思
想
と
特
別
会
計

天
明
元
年
に
限
定
せ
ず
︑
明
和
期
頃
か
ら
の
藩
政
の
流
れ
の
な
か
で
︑
こ
の
問
題
を

考
え
て
み
よ
う
︒
こ
の
時
期
の
佐
賀
藩
政
に
つ
い
て
は
︑
明
和
四
年
に
作
成
さ
れ
た
意

見
書
﹁
御
仕
組
八
ヶ

(

)
条
﹂
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
す
で
に
多
く
の
研

(

)
究
で

26

27

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑
こ
の
意
見
書
に
は
︑
領
国
経
済
の
発
展
を
重
視
し
た
﹁
国

益
﹂
思
想
に
基
づ
い
た
政
策
提
案
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

(

)
た
︒
治
茂
が
八
代
藩
主
に
就

28

い
た
明
和
九
年
以
降
﹁
御
仕
組
八
ヶ
条
﹂
の
内
容
が
徐
々
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
が
︑
そ

の
な
か
で
天
明
元
年
以
降
の
特
別
会
計
の
取
扱
変
化
は
︑︵
支
配
組
織
と
し
て
の
︶
藩
内

各
所
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
特
会
米
銀
を
﹁
大
目
安
﹂
会
計
内
で
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

領
国
経
済
に
打
撃
を
与
え
る
よ
う
な
︑
領
民
か
ら
藩
へ
の
一
方
向
的
な
米
銀
徴
収
体
系

の
強
化
を
回
避
す
る
た
め
︑
と
評
価
で
き
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
後
佐
賀
藩
で
も
幾
度

か
臨
時
税
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
例
え
ば
支
出
が
増
加
し
た
斉
直
治
世
期
に

は
︑
特
別
会
計
を
最
大
限
活
用
し
て
財
政
運
営
を
可
能
と
し
た
よ
う
に
︑
天
明
元
年
以

降
の
体
制
が
︑
領
民
負
担
を
極
力
抑
え
つ
つ
支
出
増
に
対
応
し
得
た
前
提
と
な
っ
た
︒

さ
ら
に
こ
の
取
扱
変
化
の
契
機
と
し
て
本
稿
で
位
置
づ
け
た
財
政
担
当
部
局
の
統
合

も
︑﹁
国
益
﹂
政
策
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
︒﹁
財
政
﹂
と
い
う
文
言
の
意
味
を
辞
書

で
引
け
ば
︑
お
お
よ
そ
様
々
な
組
織
・
集
団
︵
国
か
ら
家
庭
ま
で
︶
の
収
支
を
管
理
す

る
こ
と
︑
と
な
ろ

(

)
う
︒
藩
研
究
の
な
か
で
﹁
財
政
政
策
﹂
と
い
っ
た
場
合
も
︑
収
入
増
・

29

支
出
減
を
実
現
し
︑
毎
年
の
や
り
繰
り
を
安
定
化
さ
せ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
置

か
れ
て
い
た
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
︒
し
か
し
例
え
ば
﹁
積
極
財
政
﹂
な
ど
と
い
う

よ
う
に
︑
単
に
組
織
の
収
支
管
理
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
組
織
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い

る
領
域
の
経
済
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
目
的
も
﹁
財
政
政
策
﹂
と
い
う
文
言
に
は
含
ま

れ
て
い
る
︒
区
別
の
た
め
こ
ち
ら
を
︿
財
政
﹀
と
す
る
と
︑
天
明
元
年
の
財
政
担
当
部

局
の
統
合
は
︑
民
政
と
財
政
を
ひ
と
つ
の
部
局
で
扱
う
こ
と
で
︑︿
財
政
﹀
政
策
を
担
わ

佐賀藩における特別会計
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せ
る
た
め
だ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
の
後
も
﹁
国
益
﹂
思
想
に
沿
っ
た
政
策
が
進
め
ら
れ
︑
天
明
三
年
に
は
﹁
六
府
方
﹂

が
設
置
さ
れ

(

)
た
︒
六
府
方
に
は
御
山
方
・
里
御
山
方
・
搦
方
・
大
河
内
御
陶
器
方
・
御

30

牧
方
が
置
か

(

)
れ
︑
植
林
や
干
拓
の
ほ
か
﹁
御
潤
益
之
筋
手
当
﹂
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ

31

れ
た
︒
ま
た
六
府
方
は
﹁
側
﹂
に
設
置
さ
れ
て
お
り
︑
本
来
的
に
は
藩
主
家
の
家
政
を

担
う
私
的
／
領
主
制
的
な
性
格
が
強
い
﹁
側
﹂
も
︑
当
該
期
は
﹁
国
益
﹂
政
策
に
包
摂

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

(

)
る
︒

32

六
府
方
の
経
費
は
︑﹁
側
﹂﹁
外
向
﹂
双

(

)
方
か
ら
支
出
し
︑
干
拓
な
ど
の
事
業
費
と
し

33

て
領
内
に
投
資
さ
れ
た
︒
ま
た
寛
政
期
に
は
︑
六
府
方
内
に
貸
付
方
・
講
方
が
新
た
に

設
置
さ
れ
︑
領
民
︵
領
国
経
済
︶
と
藩
︵
財
政
︶
と
の
双
方
向
的
な
資
金
循
環
体
系
が

よ
り
強
化
さ
れ

(

)
た
︒
六
府
方
の
展
開
は
︑
本
稿
で
検
討
し
た
天
明
元
年
以
降
の
特
会
活

34

用
と
あ
わ
せ
︑
藩
内
資
産
を
有
効
活
用
し
︑
領
国
経
済
の
維
持
・
拡
大
を
め
ざ
す
も
の

だ
っ
た
︑
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
︒

お
わ
り
に

本
稿
に
お
け
る
分
析
結
果
の
う
ち
︑
確
実
に
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
は
︑
天
明

元
年
か
ら
﹁
大
目
安
﹂
に
多
く
の
特
別
会
計
関
連
項
目
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
︵
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
特
別
会
計
項
目
の
推
移
︶
く
ら
い
で
︑
こ
の
点
と
財
政
官
僚

機
構
再
編
と
の
関
連
︑
お
よ
び
﹁
国
益
﹂
思
想
／
政
策
と
の
関
連
は
︑
直
接
的
に
結
び

つ
け
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
し
て
い
な
い
︒
こ
の
点
今
後
の
課
題
と
し
て
残
る

も
の
の
︑
本
稿
で
は
︑
佐
賀
藩
に
お
い
て
領
国
経
済
と
藩
財
政
を
一
体
の
も
の
と
捉
え
︑

双
方
が
利
益
を
享
受
で
き
る
よ
う
な
政
策
を
構
想
す
る
体
制
の
開
始
点
と
し
て
︑
天
明

元
年
を
位
置
づ
け
た
い
︒

た
だ
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
︑
い
か
に
も
﹁
国
益
﹂
に
立
脚
し
た
民
思

い
の
政
治
が
構
想
さ
れ
︑
そ
の
後
善
政
が
続
い
た
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
筆
者
が
抱

い
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
﹁
国
益
﹂
政
策
の
内
実
と
は
︑
結

局
は
領
主
・
民
間
側
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
の
理
想
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
︑
そ
の
時
々
の
政
権

担
当
者
が
ど
う
設
定
す
る
か
︑
に
か
か
っ
て
い
る
︒
極
論
す
れ
ば
︑
時
の
政
権
担
当
者

が
領
主
側
の
利
益
を
最
大
限
重
視
し
︑
そ
の
実
現
が
﹁
国
益
﹂
と
判
断
す
れ
ば
︑
そ
れ

が
そ
の
と
き
の
﹁
国
益
﹂
政
策
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
本
稿
で
検
討
し
た
︿
財
政
﹀

政
策
の
確
立
と
は
︑
正
確
に
は
﹁
国
益
﹂
実
現
の
た
め
の
財
政
運
営
を
行
い
う
る
体
制

が
で
き
あ
が
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
体
制
を
ど
う
使
う
か
は
︑
や
は
り

時
々
の
政
権
担
当
者
次
第
で
あ
る
︒
当
該
期
に
は
︑
こ
う
し
た
体
制
を
作
っ
た
以
上
相

当
に
民
間
側
の
利
益
に
配
慮
し
た
︵
そ
れ
が
結
果
と
し
て
領
主
側
の
利
益
に
還
元
︶
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
傾
向
は
最
長
で
も
藩
主
治
茂
の
治
世
の
間
く
ら
い

で
︑
実
際
に
は
も
っ
と
短
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
次
の
藩
主
斉
直
の
時
代
に
は
︑
民

間
側
に
か
な
り
負
担
を
押
し
つ
け
る
政
策
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る

(

)
し
︑
そ
の
次
の
直

35

正
の
時
代
に
は
︑
領
主
／
民
間
の
利
益
と
い
う
問
題
に
加
え
︑
対
外
的
危
機
意
識
の
醸

成
に
よ
り
︿
国
防
﹀
と
い
う
課
題
を
抱
え
た
以
上
︑
天
明
前
後
の
﹁
国
益
﹂
追
求
と
は

ま
た
異
な
る
思
想
下
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

本
稿
は
﹁
大
目
安
﹂
の
特
会
項
目
分
析
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
近
世
中
期
の
佐
賀
藩

政
に
ま
で
言
及
し
た
が
︑
成
果
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
に
は
︑
さ
ら
に
細
や
か
な

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
斉
直
・
直
正
の
時
代
に
も
︑
政
権
担
当
者
た
ち
の
﹁
国

益
﹂
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
今
後
﹁
国
益
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
︑

近
世
中
後
期
の
佐
賀
藩
政
を
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

伊 藤 昭 弘
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︻
註
︼

︵
１
︶
正
式
な
史
料
名
は
﹁
御
物
成
并
銀
御
遣
方
大
目
安
﹂︵
鍋
島
報
效
会
蔵
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
寄

託
︶︒
史
料
引
用
や
財
政
関
係
の
数
字
に
つ
い
て
︑
特
に
典
拠
を
記
し
て
い
な
い
場
合
は
す
べ

て
﹁
大
目
安
﹂
に
拠
る
︒

︵
２
︶
伊
藤
昭
弘
﹁
藩
財
政
再
考
│
萩
藩
を
事
例
に
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
〇
三
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑

﹁
藩
財
政
は
﹁
窮
乏
﹂
し
て
い
た
の
か
﹂︵
荒
武
賢
一
朗
・
渡
辺
尚
志
編
﹃
藩
地
域
の
行
政
機
構

︱
信
濃
国
松
代
藩
地
域
の
研
究
Ⅲ
︱
﹄︑
二
〇
一
一
年
︶︒

︵
３
︶﹁
続

藩
財
政
再
考
│
佐
賀
藩
財
政
に
関
す
る
一
試
論
│
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
三
号
︑
二
〇
〇
九
年
︶︒

︵
４
︶
芝
原
拓
自
﹃
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
﹄︵
御
茶
の
水
書
房
︑
一
九
六
五
年
︶︑
長
野
暹
﹃
幕
藩
制

社
会
の
財
政
構
造
﹄︵
大
原
新
生
社
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
藤
野
保
﹁
財
政
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

危
機
の
進
行
﹂︵
藤
野
保
編
﹃
続
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶︑
高
野

信
治
﹁
財
政
危
機
の
進
行
﹂︵﹃
続
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄︶︑
木
原
溥
幸
﹃
幕
末
期
佐
賀
藩
の
藩

政
史
研
究
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︶
な
ど
︒

︵
５
︶
仮
に
一
万
円
を
現
金
で
借
り
入
れ
れ
ば
︑
負
債
は
＋
一
万
円
で
あ
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
保
有

資
産
も
現
金
一
万
円
の
＋
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
残
高
が
生
じ
た
原
因
が
借
入
に
拠
る
と
し
て

も
︑
残
高
自
体
は
現
金
・
債
権
な
ど
の
資
産
と
し
て
佐
賀
藩
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

︵
６
︶
あ
く
ま
で
﹁
資
産
﹂
で
あ
り
︑﹁
純
資
産
﹂
で
は
な
い
︒

︵
７
︶
本
稿
で
は
︑
同
じ
文
言
で
も
︿
﹀
を
付
し
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
︒
付
し
た
場
合

は
︑
筆
者
が
集
計
作
業
上
必
要
に
応
じ
て
設
定
し
た
分
類
項
目
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
例
え
ば

︿
懸
硯
方
﹀
と
懸
硯
方
は
︑
前
者
は
分
類
項
目
︑
後
者
は
単
に
役
所
の
名
称
と
し
て
の
文
言
で
あ

る
︒
本
文
中
混
乱
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
分
別
し
て
い
る
と
ご
承
知
い
た
だ

き
た
い
︒

︵
８
︶
前
稿
で
は
︑
定
銀
を
藩
札
と
し
︑
銀
と
定
銀
の
比
率
を
一
対
一
・
三
と
し
た
木
原
溥
幸
氏
︵
前

掲
書
︶
の
説
明
に
従
っ
て
い
た
︒
し
か
し
﹁
大
目
安
﹂
以
外
の
史
料
に
拠
る
と
︑
例
え
ば
佐
賀

藩
家
老
倉
町
鍋
島
家
の
記
録
︵﹁
文
化
五
年
触
状
写
﹂︑﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
二
六
│
一
三
六
︶
に

記
さ
れ
て
い
る
︑
鍋
島
匡
の
講
掛
金
出
銀
高
控
に
は
︑﹁
百
文
銀
﹂︵
銀
一
匁
が
銭
百
文
の
意
︶

三
貫
九
四
一
匁
八
分
九
厘
＝
﹁
定
銀
﹂
四
貫
九
二
七
匁
三
分
五
厘
と
さ
れ
て
お
り
︑
計
算
す
る

と
﹁
定
銀
﹂
一
匁
は
銭
八
十
文
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
銀
一
匁
を
銭
八
十
目
と
定
め
た
公
定
相
場

の
こ
と
を
﹁
定
銀
﹂
と
し
た
と
み
ら
れ
︑
藩
札
と
は
別
で
あ
る
︒
ま
た
前
述
の
﹁
百
文
銀
﹂
の

如
く
そ
の
時
々
の
銀
銭
相
場
が
存
在
し
︑
銀
と
定
銀
の
交
換
比
率
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
算
出
す

べ
き
で
あ
る
が
︑﹁
大
目
安
﹂
に
お
い
て
は
銀
と
定
銀
は
等
価
で
計
算
さ
れ
て
お
り
︑
本
稿
も
そ

れ
に
従
っ
た
︒
そ
の
た
め
前
稿
と
本
稿
で
は
︑
特
に
定
銀
が
頻
出
す
る
天
保
元
年
以
降
に
つ
い

て
︑
算
出
し
た
数
字
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
前
稿
の
結
論
に
は
影
響
な
い
︒

︵
９
︶
た
だ
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
利
息
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
ほ
か
︑
債
権
者
と
の
返
済
停
止
・

猶
予
な
ど
の
交
渉
結
果
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
な
た
め
︑
藩
債
総
額
の
増

減
を
﹁
大
目
安
﹂
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

︵

︶
木
原
前
掲
書
︒

10
︵

︶
史
料
中
に
は
﹁
銀
米
蔵
﹂
と
出
て
く
る
場
合
も
あ
り
︑
銀
蔵
・
米
蔵
は
ほ
ぼ
一
体
化
し
た
部
局

11

で
あ
る
︒
そ
の
た
め
本
文
中
の
﹁
銀
蔵
﹂
に
は
米
蔵
も
含
ん
で
い
る
︒

︵

︶
長
野
前
掲
書
︑
四
四
四
頁
︒

12
︵

︶﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
八
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
八
巻
︵
佐
賀
県
立
図

13

書
館
編
集
・
発
行
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
一
六
三
～
一
六
四
頁
︒

︵

︶﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
元
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
︵
佐
賀
県
立
図

14

書
館
編
集
・
発
行
︑
一
九
九
九
年
︶︑
三
三
頁
︒

︵

︶﹁
高
来
郡
抱
夫
方
御
遣
料
﹂
が
﹁
抱
夫
料
米
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
高

15

来
郡
﹂
の
佐
賀
藩
領
に
は
諫
早
が
あ
り
︑
長
崎
警
備
な
ど
の
際
︑
佐
賀
・
諫
早
間
は
海
路
︑
諫

早
よ
り
長
崎
ま
で
は
陸
路
を
用
い
る
た
め
に
費
用
が
か
さ
む
た
め
︑
同
郡
の
抱
夫
方
が
別
格
扱

い
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
文
言
に
﹁
其
外
﹂
と
あ
る
以
上
︑
厳
密
に
は
引
分
方
以
外
の
内
容
も
含
む
と
考
え
る
べ
き
だ
が
︑

16

繰
出
の
﹁
諸
役
滞
⁝
﹂
と
対
の
項
目
と
判
断
し
︑
引
分
方
と
し
て
分
類
し
て
い
る
︒

︵

︶﹁
前
﹂
と
つ
く
以
上
︑﹁
前
納
﹂﹁
前
渡
﹂
と
も
﹁
先
払
い
﹂
と
の
解
釈
も
あ
り
得
る
が
︑﹁
大
目

17

安
﹂
に
は
﹁
～
前
﹂
と
い
う
表
現
は
﹁
分
け
前
﹂﹁
二
人
前
﹂
と
い
っ
た
︑﹁
前
﹂
の
前
の
部
分

の
語
句
に
相
当
す
る
数
量
︑
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︑
と
判
断
し
た
︒

︵

︶
当
該
期
の
﹁
大
坂
上
米
方
﹂
が
︑﹁
大
目
安
﹂
か
ら
の
支
給
銀
米
で
は
対
応
で
き
な
い
ほ
ど
の
多

18

額
の
支
出
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
文
化
一
一
年
の
空
米
切
手
事
件
の
背
景
と
し
て
位
置
づ
け
う

る
可
能
性
が
あ
り
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

︵

︶
当
該
期
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
は
︑
木
原
前
掲
書
に
詳
し
い
︒

19
︵

︶﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
元
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
︑
三
四
～
三
五

20

頁
︒

︵

︶
柴
多
一
雄
﹁
農
村
政
策
の
展
開
﹂︵﹃
続
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄︶︒

21
︵

︶﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
元
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
︑
五
二
頁
︒

22

佐賀藩における特別会計

伊 藤 昭 弘
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︵

︶﹁
治
茂
公
御
改
正
御
書
附
﹂
一
︵
鳥
栖
市
史
編
纂
委
員
会
﹃
鳥
栖
市
史
資
料
編
第
三
集

佐
賀
藩

23

法
令
・
佐
賀
藩
地
方
文
書
﹄
所
収
︑
鳥
栖
市
役
所
︑
一
九
七
一
年
︶︒

︵

︶︵﹁
十
二
ヶ
月
惣
仕
廻
之
手
数
定
﹂︵﹃
鳥
栖
市
史
資
料
編
第
三
集
﹄
所
収
︶︒

24
︵

︶﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
元
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
︑
四
八
～
四
九

25

頁
︒

︵

︶﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
一
九
│
一
一
四
︒

26
︵

︶
藤
田
貞
一
郎
﹃
近
世
経
済
思
想
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
六
年
︶︑
長
野
前
掲
書
︒

27
︵

︶
一
方
で
︑
こ
の
意
見
書
が
あ
っ
た
故
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
領
内
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
﹂
的
政
策
︵
中
井

28

信
彦
﹃
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
﹄︑
塙
書
房
︑
一
九
七
一
年
︶
を
採
っ
た
藩
︑
特
に
大
坂
市
場
か

ら
の
自
立
︵
大
坂
廻
米
の
減
少
な
ど
︶
を
果
た
し
た
代
表
的
な
藩
と
し
て
︑
萩
藩
・
加
賀
藩
な

ど
と
と
も
に
佐
賀
藩
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
近
年
で
も
吉
村
豊
雄
氏
は
︑
財
政
再
建
の
た

め
﹁
大
坂
直
結
財
政
﹂
を
志
向
し
た
宝
暦
期
の
熊
本
藩
藩
政
改
革
に
つ
い
て
︑
大
坂
市
場
か
ら

の
離
脱
・
自
立
傾
向
を
強
め
た
佐
賀
・
萩
藩
と
は
﹁
逆
向
き
﹂
の
改
革
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て

い
る
︵
吉
村
豊
雄
﹁
藩
政
改
革
像
の
再
構
築
﹂︑﹃
歴
史
評
論
﹄
七
一
七
号
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒
し

か
し
な
が
ら
︑
佐
賀
藩
に
お
い
て
当
該
期
に
大
坂
廻
米
の
減
少
な
ど
﹁
自
立
﹂
を
果
た
し
た
事

実
は
無
い
︵
藤
野
前
掲
論
文
︶︒
な
お
萩
藩
に
つ
い
て
も
︑
当
該
期
に
は
む
し
ろ
大
坂
と
の
関
係

が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
筆
者
は
既
に
指
摘
し
て
い
る
︵
伊
藤
昭
弘
﹁
一
八
世
紀
の
藩
財
政
と
大

坂
金
融
資
本
﹂︑﹃
日
本
史
研
究
﹄
五
〇
六
号
︑
二
〇
〇
四
年
︶︒
領
国
と
富
ま
せ
る
︑
と
い
う
意

味
で
の
﹁
領
内
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
﹂
的
政
策
は
佐
賀
・
萩
藩
と
も
多
く
実
施
さ
れ
た
が
︑
大
坂
と

の
関
係
断
絶
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
そ
う
し
た
主
張
は
確
か
に
存
在
し
た
も
の
の
︑
実
際
に

は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
熊
本
・
佐
賀
・
萩
藩
は
︑
大
坂
資
本
と
の
強
固
な
結
び
つ
き
を
前
提
と

し
つ
つ
︑
領
国
経
済
の
維
持
繁
栄
を
模
索
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
︑
そ
れ
が

む
し
ろ
近
世
中
期
藩
政
改
革
の
基
調
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶﹃
広
辞
苑
﹄
第
五
版
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
年
︶﹁
財
政
﹂
の
項
に
は
︑﹁
①
国
そ
の
他
の
公
的

29

な
団
体
︵
特
に
地
方
団
体
︶
が
そ
の
財
・
役
務
を
取
得
し
︑
か
つ
こ
れ
を
管
理
す
る
た
め
に
な

す
一
切
の
作
用
︒
収
入
の
取
得
の
た
め
の
権
力
作
用
と
︑
取
得
し
た
財
・
役
務
の
管
理
・
経
営

の
た
め
の
管
理
作
用
と
に
分
か
れ
る
︒
②
団
体
・
企
業
・
家
庭
な
ど
の
経
済
状
態
︒
金
ま
わ

り
︒﹂
と
あ
る
︒

︵

︶﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
三
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
︑
二
一
九
頁
︒

30

六
府
方
に
つ
い
て
は
︑
池
田
史
郎
﹁
佐
賀
藩
六
府
方
﹂︵﹃
第
一
経
大
論
集
﹄
二
│
一
号
︑
一
九

七
三
年
︑
池
田
史
郎
著
作
集
刊
行
会
編
﹃
佐
賀
藩
研
究
論
攷

池
田
史
郎
著
作
集
﹄︑
出
門
堂
︑

二
〇
〇
八
年
に
収
録
︶︑
長
野
前
掲
書
な
ど
︒

︵

︶
当
初
は
御
山
方
・
里
御
山
方
・
搦
方
の
み
で
構
想
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
大
河
内
御
陶
器
方
・

31

御
牧
方
が
加
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
三
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世

史
料
﹄
第
一
編
第
七
巻
︑
二
二
三
頁
︒

︵

︶
藤
田
貞
一
郎
氏
に
よ
る
﹁
御
救
﹂
と
﹁
国
益
﹂
の
対
比
を
筆
者
は
踏
襲
し
て
お
り
︵
藤
田
前
掲

32

書
五
～
七
頁
︶︑
前
者
を
領
主
的
原
理
に
︑
後
者
を
地
域
的
論
理
に
基
づ
く
も
の
と
筆
者
な
り
に

理
解
し
て
い
る
︒﹁
側
﹂
は
が
ん
ら
い
領
主
制
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
本
来

的
に
は
地
域
的
原
理
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
組
織
︑
と
の
認
識
の
も
と
︑
本
文
の
よ
う
な
立
論
を

行
っ
た
︒

︵

︶
例
え
ば
天
明
五
年
﹁
大
目
安
﹂
に
は
︑
大
河
内
御
陶
器
方
費
用
三
〇
貫
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
︒

33
︵

︶
講
方
に
つ
い
て
︑
久
米
邦
武
は
千
人
講
・
万
人
講
な
ど
富
く
じ
を
管
轄
し
た
部
局
と
し
︵
久
米

34

邦
武
﹃
鍋
島
直
正
公
伝
﹄︑
侯
爵
鍋
島
家
編
纂
所
︑
一
九
二
〇
︑
二
一
年
︒
本
稿
で
は
︑
一
九
七

三
年
に
財
団
法
人
西
日
本
文
化
協
会
が
刊
行
し
た
復
刻
版
を
使
用
し
た
︶︑
そ
の
後
の
研
究
も

踏
襲
し
て
い
る
︵
池
田
前
掲
論
文
な
ど
︶︒
し
か
し
千
人
講
・
万
人
講
は
︑
寺
社
修
築
費
用
調
達

の
た
め
に
興
行
さ
れ
る
も
の
で
︑
寺
社
方
が
管
轄
し
て
い
た
︵﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
寛
政

元
年
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
八
巻
︑
二
四
八
頁
︶︒
一
方
﹁
大
目
安
﹂
に
は
︑
寛
政

一
二
年
か
ら
三
年
間
︑﹁
諸
御
加
入
講
御
出
銀
其
外
渡
﹂
と
い
う
支
出
項
目
が
計
上
さ
れ
て
い
る

︵
七
九
～
九
九
貫
余
︶︒
ほ
か
註
８
倉
町
鍋
島
家
の
記
録
に
は

匡
殿

一
百
文
銀
三
貫
四
百
目

右
者
山
城
殿
・
豊
前
殿
・
匡
殿
舫
百
文
銀
弐
百
貫
目
講
︑
寅
十
一
月
拾
番
会
半
口
分
六
府
方

取
納
前
之
内
︑
右
之
分
匡
殿
屋
敷
出
銀
前

寅
十
二
月
ゟ
卯
九
月
迄
一
部
三
朱

利
銀
四
百
四
拾
弐
匁

元
利
銀
三
貫
八
百
四
拾
弐
匁

卯
十
月
よ
り
十
一
月
迄

利
同
九
拾
九
匁
八
分
九
厘

元
利
百
文
銀
三
貫
九
百
四
拾
壱
匁
八
分
九
厘

代
定
銀
四
貫
九
百
弐
拾
七
匁
三
分
五
厘

右
銀
預
り
差
出
候
様
役
筋
ゟ
被
申
達
候
ニ
付
其
通
相
整
候
︑
右
ハ
年
賦
ニ
相
成
候
由
沙
汰
有

之
事

伊 藤 昭 弘
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と
あ
り
︑
鍋
島
匡
ほ
か
が
発
起
の
講
に
六
府
方
が
加
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
六

府
方
の
取
り
分
の
う
ち
鍋
島
匡
支
払
い
分
の
請
求
書
が
右
の
史
料
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
﹁
銀
預

り
﹂︵
借
用
書
︶
を
鍋
島
匡
が
発
行
し
︑
年
賦
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

﹁
講
方
﹂
の
﹁
講
﹂
は
富
く
じ
で
は
な
く
︑
加
入
者
間
の
資
金
融
通
組
織
で
あ
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
頼

母
子
講
﹂
を
意
味
し
︑
藩
内
外
の
講
に
藩
│
六
府
方
が
出
資
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
ま
た
貸

付
方
に
つ
い
て
は
︑
池
田
氏
が
寛
政
七
年
に
設
置
さ
れ
た
﹁
御
貸
方
役
所
﹂︵
家
臣
救
済
が
目

的
︶
に
比
定
さ
れ
て
い
る
︵
池
田
前
掲
論
文
︶︒
た
だ
寛
政
三
年
﹁
大
目
安
﹂
の
収
入
項
目
に

﹁
御
用
達
共
江
御
貸
附
ニ
相
成
候
利
銀
納
﹂
百
六
貫
余
が
計
上
さ
れ
て
お
り
︑
寛
政
七
年
以
前
か

ら
佐
賀
藩
は
︑
既
に
領
内
で
大
規
模
な
金
融
活
動
を
展
開
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

︵

︶
高
野
前
掲
論
文
︒

35

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶

佐賀藩における特別会計

伊 藤 昭 弘
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研
究
ノ
ー
ト

宮
崎
元
立
と
英
学

三

好

彰

は
じ
め
に

小
城
藩
に
藩
医
と
し
て
仕
え
た
宮
崎
家
が
京
都
や
江
戸
で
蘭
医
を
学
ん
だ
こ
と
は
先

行
研

(１
)

究
で
一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
が
︑
青
年
時
代
に
幕
末
を
迎
え
た
元
立
︵
一
八
三
五

︱
一
八
九
六
︶
が
英
学
に
足
跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
︒

本
藩
で
あ
る
佐
賀
藩
が
早
い
時
期
か
ら
英
学
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
の
で
そ
の
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
支
藩
の
小
城
藩
も
早
い
時
期
か
ら
英

語
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
だ
︒

日
本
で
最
初
に
市
販
さ
れ
た
英
和
辞
書
で
あ
る
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞

(２
)

書
﹄
は
文
久
二

年
︵
西
暦
一
八
六
二
︶
に
刊
行
さ
れ
た
が
︑
そ
の
手
書
き
原
稿
︵
手
稿
︶
の
一
部
が
二

〇
〇
七
年
初
に
発
見
さ
れ
た
︒
そ
の
手
稿
に
校
正
者
と
し
て
宮
崎
元
立
の
名
前
が
出
て

い
る
︒
元
立
が
英
学
に
貢
献
し
た
こ
と
を
示
す
確
固
た
る
史
料
で
あ
る
︒

小
城
藩
日

(３
)

記
に
元
立
と
洋
書
調
所
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
が
出
て
お
り
︑
さ
ら
に

小
城
鍋
島
文
庫
に
新
た
に
発
見
さ
れ
た
史
料
﹃
宮
崎
元
立
洋
書
調
所
教
授
手
伝
出
役
に

つ
い
て
老
中
奉

(４
)

書
﹄
は
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
が
元
立
の
英
学
活
動
の
傍

証
で
あ
る
こ
と
を
他
の
史
料
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

一
︑﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
と
宮
崎
元
立

︵
イ
︶﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
校
正
に
当
た
っ
た
宮
崎
元
立

発
見
さ
れ
た
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の

(５
)

手
(６
)

稿
は
二
一
枚
の
和
紙
の
用
箋
か
ら
成
る

が
︑
そ
の
中
で
見
出
し
語
C
a
rt-
w
h
e
e
lか
ら
始
ま
る
用
箋
に
次
の
よ
う
に
朱
書
き
さ

れ
て
い
る
︒

三
月
廿
四
日

千
村
五
郎

箕
作
貞
太
郎

謹
校

宮
崎
元
立

千
村
五
郎
と
箕
作
貞
太
郎
︵
別
称
貞
一
郎
︑
後
に
麟
祥
と
改
名
︶
は
﹃
英
和
対
訳
袖

珍
辞
書
﹄
の
序
文
に
下
記
の
よ
う
に
名
前
が
出
て
い
る
の
で
本
辞
書
に
関
わ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
た
︒

T
h
e
te
a
ch
e
rs
o
f
th
e
S
ch
o
o
l
o
f
E
u
ro
p
e
a
n
la
n
g
u
a
g
e
s
---
M
e
ssrs.
N
ici

S
u
e
sk
a
y
,T
im
ra
G
o
ro
,T
a
k
e
h
a
ra
Y
u
sh
iro
,M
itsu
k
u
ri
T
e
itsiro
,e
tc.h
a
v
e

三 好 彰
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m
o
st
co
rd
ia
lly
le
n
t
u
s
th
e
ir
v
a
lu
a
b
le
a
id
a
n
d
h
a
v
e
d
o
n
e
a
ll
in
th
e
ir

p
o
w
e
r
to
p
ro
m
o
te
th
e
o
b
je
ct
o
f
th
is
w
o
rk
.

こ
こ
で
N
ici
S
u
e
sk
a
y
は
西
周
助
︵
後
に
西
周
と
改
名
︶︑
T
a
k
e
h
a
ra
Y
u
sh
iro
は

竹
原
勇
四
郎
で
あ
り
︑
千
村
︑
箕
作
と
も
に
蕃
書
調
所
の
教
員
で
あ
っ
た
︒
な
お
竹
原

と
千
村
は
万
延
元
年
八
月
に
蕃
書
調
所
の
英
学
句
読
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
︑
二
人

は
日
本
で
最
初
の
英
語
の
先
生
で

(７
)

あ
(８
)

る
︒

こ
の
手
稿
の
発
見
で
宮
崎
元
立
が
こ
の
辞
書
の
編
纂
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
初
め

て
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
英
語
で
書
か
れ
た
序
文
に
あ
る
e
tc
の
一
人
が
元

立
だ
と
み
な
し
て
よ
い
が
︑
実
名
を
挙
げ
ず
に
e
tc
と
し
た
の
は
元
立
が
こ
の
時
点
で

は
正
式
の
職
員
で
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
︒

上
述
の
用
箋
に
﹁
謹
校
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
元
立
を
含
め
た
三
人
は
三
月
廿

四
日
か
ら
校
正
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
年
号
が
書
か
れ
て
い
な
い
︒
と
こ
ろ
が
文

久
元
年
四
月
一
八
日
付
の
小
城
藩
日
記
に
次
の
記
事
が
あ
る
︒

宮
崎
元
立
蕃
書
於
調
子
所
教
授
被
仰
付
候
ニ
付
御
請
之
義
申
来
候
事

こ
こ
で
蕃
書
調
子
所
は
正
し
く
は
蕃
書
調
所
で
あ
る
が
︑
こ
の
文
は
元
立
が
教
授
を

仰
せ
つ
か
っ
た
こ
と
を
国
許
に
事
後
に
報
せ
た
も
の
と
み
な
せ
る
︒
そ
し
て
冒
頭
に
述

べ
た
用
箋
の
記
事
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
教
授
と
は
辞
書
の
原
稿
の
校
正
を
担
当
し

た
こ
と
と
考
え
て
よ
い
︒
と
す
る
と
用
箋
に
書
か
れ
た
三
月
廿
四
日
は
文
久
元
年
に
な

る
︒
年
号
が
は
っ
き
り
分
か
っ
た
こ
と
は
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
作
成
時
期
を
見

定
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒

さ
て
宮
崎
の
名
前
は
さ
ら
に
見
出
し
語
D
a
b
で
始
ま
る
用
箋
と
︑
D
a
isy
で
始
ま
る

用
箋
に
竹
原
と
の
連
名
で
次
の
よ
う
に
出
て
い
る
︒

三
月
廿
八
日

竹
原

校

宮
崎

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
見
出
し
語
は
オ
ラ
ン
ダ
で
刊
行
さ

れ
た
英
蘭
部
と
蘭
英
部
の
二
部
構
成
か
ら
成
る
P
ica
rd
辞
書
再
版
︵
一
八
五
七
年

(９
)

刊
︶

の
英
蘭
部
を
底

(

)
本
と
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
見
付
か
っ
た
手
稿
か
ら
辞
書
編
纂
を

10

開
始
し
た
時
点
で
は
P
ica
rd
辞
書
の
初
版
︵
一
八
四
三
年

(９
)

刊
︶
を
基
に
し
て
い
た
が
途

中
で
再
版
に
切
り
替
え
た
こ
と
を
筆
者
が
明
ら
か
に
し

(

)
た
の
だ
が
︑
宮
崎
の
名
前
の
出

11

て
く
る
三
枚
の
用
箋
は
い
ず
れ
も
P
ica
rd
辞
書
再
版
に
切
り
替
わ
っ
た
後
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
見
出
し
語
か
ら
分
か
る
︑
そ
の
一
例
だ
が
最
初
の
語
C
a
rt-
w
h
e
e
lは

P
ica
rd
初
版
で
は
C
a
rtw
h
e
e
lと
ハ
イ
フ
ン
が
入
っ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
元
立
等
は
辞

書
編
纂
の
最
初
か
ら
で
は
な
く
途
中
か
ら
参
加
し
て
校
正
に
当
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

さ
て
一
枚
の
用
箋
は
左
右
二
段
組
み
で
あ
り
各
段
は
三
〇
行
な
の
で
最
大
で
六
〇
の

見
出
し
語
が
書
け
る
︒
そ
れ
で
見
出
し
語
の
語
数
と
の
関
係
か
ら
D
a
isy
で
始
ま
る
用

箋
は
C
a
rt-
w
h
e
e
lか
ら
始
ま
る
用
箋
か
ら
数
え
て
五
〇
枚
目
の
用
箋
で
あ
る
と
算
出

で
き
る
︒
つ
ま
り
三
月
廿
四
日
か
ら
だ
と
五
日
目
な
の
で
元
立
等
が
参
加
し
て
か
ら
一

日
で
一
〇
枚
程
度
の
用
箋
を
こ
な
す
ペ
ー
ス
で
校
正
が
進
ん
で
い
る
︒

見
出
し
語
の
総
数
は
約
三
万
五
〇
〇
〇
な
の
で
︑
辞
書
全
体
で
六
〇
〇
余
枚
の
用
箋

が
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
当
時
は
盆
と
正
月
以
外
は
休
ま
な
か
っ
た
の
で
こ

の
段
階
の
校
正
作
業
は
約
二
ヶ
月
掛
け
た
と
見
な
せ
る
︑
つ
ま
り
五
月
の
末
に
こ
の
段

宮崎元立と英学
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階
の
校
正
が
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
ロ
︶
宮
崎
元
立
の
江
戸
で
の
研
鑽
と
校
正
作
業

小
城
藩
日
記
に
よ
る
と
元
立
が
綾
部
新
五
郎
と
と
も
に
江
戸
へ
遊
学
す
る
こ
と
を
仰

せ
つ
か
っ
た
の
は
安
政
五
年
一
〇
月
一
五
日
で
あ
り
︑
元
立
が
小
城
を
経
っ
た
の
は
一

一
月
晦
日
だ
っ
た
︒
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
か
ら
︑
大
村
益
次
郎

の
鳩
居
堂
の
記

(

)
録
に
年
号
不
明
で
﹁
正
月
一
九
日
﹂
に
宮
崎
元
立
が
入
門
し
た
と
あ
る

13

の
は
安
政
六
年
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
そ
し
て
安
政
六
年
二
月
一
二
日
付
の
小
城
藩
日
記

の
小
城
惣
医
生
書
き
上
げ
の
記
事
に
﹁
江
戸
詰

廿
五
歳

内
治

宮
崎
元
立
﹂
と
あ

る
か
ら
江
戸
で
蘭
医
学
を
学
ん
で
居
た
と
き
に
蕃
書
調
所
か
ら
招
請
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
︒元

立
は
蘭
医
の
家
柄
の
出
で
あ
り
元
々
オ
ラ
ン
ダ
医
学
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
上

に
︑
江
戸
で
丸
二
年
研
鑽
を
積
ん
で
い
た
の
で
医
学
の
知
識
が
辞
書
の
編
纂
に
期
待
さ

れ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
ち
な
み
に
共
同
で
校
正
に
当
た
っ
た
千
村
は
木
曽
の
天

領
御
槫
木
山
支
配
の
平
右
衛
門
の
縁
者
︵
養
叔
父
︶
で
あ
る
が
明
治
に
な
っ
て
木
曽
五

郎
と
改
名
し
英
語
塾
を
開
い
た
が
明
治
七
年
に
洗
礼
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り

東
京
第
一
長
老
教
会
の
設
立
メ
ン
バ
ー
と
な
っ

(

)
た
︒
箕
作
は
蘭
学
者
の
家
庭
で
育
っ
た

12

が
明
治
に
な
っ
て
法
学
者
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
竹
原
は
江
戸
幕
府
の
御
細
工
頭
支
配
御

細
工
所
同
心
五
左
衛
門
の
三
男
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
医
学
と
薬
学
に
明
る
く
な

(

)
い
︒

14

宮
崎
の
名
前
の
出
て
い
る
用
箋
に
医
学
関
係
語
が
五
語
あ
る
の
で
︑
そ
の
邦
訳
語
が

校
正
の
前
後
と
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
刊
本
︵
初
版
︶
で
ど
の
よ
う
に
変
っ
た
か

を
調
べ
た
の
が
表
１
で
あ
る
︒

元
立
の
参
加
し
た
校
正
で
こ
れ
ら
の
五
語
の
い
ず
れ
に
も
朱
が
入
っ
て
改
訳
さ
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
C
a
ssia
以
外
の
四
語
は
こ
の
段
階
の
校
正
で
修
正
さ
れ
た
邦
訳
語
が

刊
本
に
活
か
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
元
立
の
立
派
な
成

果
と
見
て
よ
い
︒

︵
ハ
︶
校
正
終
了
直
後
の
動
き

宮
崎
元
立
は
文
久
元
年
六
月
一
一
日
に
伊
東
玄
朴
の

象
先
堂
に
入
門
し
た
と
門
人

(

)
帳
に
出
て
い
る
︒
そ
れ
は

15

上
述
し
た
よ
う
に
蕃
書
調
所
で
一
働
き
終
え
た
直
後
で

あ
っ
た
︒

そ
し
て
元
立
と
一
緒
に
校
正
を
行
っ
た
箕
作
貞
一

郎
︑
千
村
五
郎
︑
竹
原
勇
四
郎
は
校
正
作
業
で
英
語
の

実
力
が
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︑
同
月
に
揃
っ
て
英
学

教
授
手
傳
並
出
役
へ
と
昇
格
し
て
い

(７
)

る
︒

︵
ニ
︶
英
字
書
成
業
ノ
賞
典

文
久
元
年
八
月
二
九
日
付
で
英
語
辞
書
が
成
業
し
た

こ
と
に
章
典
が
与
え
ら
れ
た
︒
そ
れ
が
塙
氏
蔵
書
御
書

付
(７
)

留
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

英
字
書
成
業
ノ
賞
典
ア
リ
此
字
書
ヲ
成
ス
ニ
ハ
堀
達
之
助
尤
モ
力
ヲ
労
ス
ト
云

こ
れ
で
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
原
稿
が
脱
稿
さ
れ
た
と
み
な
せ
る
が
︑
元
立
等

が
校
正
を
終
え
て
か
ら
三
ヶ
月
経
っ
て
い
る
︒

な
お
小
城
藩
日
記
の
文
久
元
年
九
月
晦
日
に
﹁
宮
崎
元
立
蕃
書
調
所
よ
り
金
子
拝
領

之
段
︑
江
戸
よ
り
注
進
之
事
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
英
字
書
成
業
ノ
賞
典
の
賞
金
と
見

三 好 彰
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瘤ノ類肉ノアル瘤ノ類

手稿 校正後手稿 校正前

註 見出し語でカンマの後は品詞区分記号であり、sは名詞、v. a.は他動詞を示す。

表１ 医学関係語の校正状況

Castoreum, s. 海豹ノ類 海豹ニテ製シタル薬剤 海豹ニテ製シタル薬剤

瘤ノ類

文久２年版

Castrate-ed-ing, v. a. 極ノナイ又思ヒガケナキ 切ル 睾丸ヲ 切ル 睾丸ヲ

Dandruf, s. 頭ノ焮痛 頭ノ疥癬 頭ノ疥癬

Cassia, s. 印度ヨリ出ル藥ノ名 藥ノ名 肉桂

Caruncle, s.

見出し語 草稿前



な
せ
る
︒
小
城
藩
に
と
っ
て
も
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
国
許
へ
の
御
注
進
に
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
完
成
し
た
初
版
の
邦
訳
語
を
見
る
と
元
立
等
が
行
っ
た
校
正
の
ま
ま
で
は

な
く
︑
そ
の
後
も
校
正
が
行
わ
れ
た
の
が
分
か
る
︒
た
と
え
ば
表
１
で
C
a
ssia
の
邦
訳

が
手
稿
で
は
﹁
印
度
ヨ
リ
出
ル
藥
ノ
名
﹂
で
あ
っ
た
の
が
元
立
等
の
校
正
で
﹁
藥
ノ
名
﹂

と
な
り
︑
刊
本
で
は
さ
ら
に
変
っ
て
﹁
肉
桂
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

︵
ホ
︶
帰
郷

元
立
が
江
戸
か
ら
帰
郷
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
︑
文
久
二
年
四
月
三
日
の
小
城
藩
日

記
に
佐
賀
藩
の
医
学
校
﹁
好
生
館
﹂
へ
の
入
学
式
の
案
内
が
元
立
に
届
い
て
お
り
同
月

一
六
日
に
入
学
し
て
い
る
︒
元
立
は
医
学
の
道
を
忘
れ
て
居
な
か
っ
た
︒

二
︑
洋
書
調
所
か
ら
の
招
聘

蕃
書
調
所
は
文
久
二
年
五
月
に
洋
書
調
所
と
改
称
し

(７
)

た
︑
開
国
し
開
港
し
た
後
で
は

蕃
書
と
い
う
荒
っ
ぽ
い
名
称
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
た
め
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
英
学
を
目
差

す
生
徒
が
増
え
た
た
め
に
教
授
陣
の
増
強
に
迫
ら
れ
た
︒
そ
れ
を
示
す
史
料
が
﹃
開
成

所
伺
等
留

乾
﹄
に
あ
る
下
記
で
あ
り
︑
宮
崎
元
立
を
英
学
教
授
手
伝
並
出
役
に
採
用

す
る
よ
う
に
幕
府
に
具
申
し
て

(

)
い

(８
)

る
︒

16

一

五
人
扶
持

御
細
工
頭
支
配

銀
三
枚
ヅ
ツ

御
細
工
所
同
心

五
左
衛
門
四
男

洋
書
調
所
英
学
句
読
教
授
出
役

竹
原
鎗
次
郎

洋
書
調
所
調
役

久
之
助
弟

同

田
寺
格
之
助

富
士
見

御
宝
蔵

番

重
三
郎
忰

同

渡
辺
一
郎

一

拾
人
扶
持

金
八
両
ヅ
ツ

鍋
嶋
加
賀
守
家
来

宮
崎
元
立

水
野
大
炊
頭
家
来

田
中
晋

同

碓
井
鐘
三

右
者
洋
書
調
所
英
学
教
授
手
伝
出
役
之
儀
當
時
弐
人
ニ
而
同
教
授
手
伝
並
出
役
三

人
都
合
五
人
ニ
而
打
込
候
手
詰
罷
在
候
處
御
急
キ
翻
譯
物
銘
々
多
分
ニ
引
請
必
至

骨
折
候
而
巳
な
ら
ず
當
時
諸
科
稽
古
人
日
々
凡
ソ
百
人
程
罷
出
候
内
英
学
之
者
六

七
十
人
有
之
其
内
業
前
上
達
い
た
し
居
候
者
は
句
読
師
之
教
導
ニ
相
成
兼
候
處
翻

宮崎元立と英学
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譯
方
之
御
用
右
之
通
り
折
重
り
夫
々
手
分
い
た
し
候
得
共
素
よ
り
人
少
之
儀
ニ

而
︑
何
分
行
届
不
申
間
合
悪
敷
稽
古
も
不
仕
書
籍
を
懐
中
い
た
し
其
儘
空
敷
罷
帰

り
候
者
日
々
有
之
候
由
右
ニ
付
引
請
御
用
廉
々
名
前
共
為
取
調
候
處
別
紙
之
通
有

之
此
上
御
用
差
操
方
も
無
之
必
至
と
差
支
候
趣
申
立
候
間
勘
弁
仕
候
處
右
様
之
儀

ニ
而
者
何
分
其
儘
ニ
難
差
置
候
間
猶
取
調
候
処
書
面
六
人
之
者
共
儀
学
業
人
物
共

宜
敷
御
用
立
候
者
ニ
御
座
候
間
出
格
之
訳
を
以
書
面
之
通
り
先
格
を
以
御
扶
持
方

御
手
当
共
被
下
置
英
学
教
授
手
伝
並
出
役
被
仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
別
紙
御
用

廉
々
調
書
相
添
此
段
申
上
候

以
上

戌
十
二
月

林

大
学
頭

林

式
部
少
輔

田
村
肥
後
守

中
川
市
助

こ
こ
で
戌
十
二
月
は
文
久
二
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
具
申
の
件
が
小
城

藩
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
小
城
藩
日
記
の
文
久
三
年
正
月
一
三
日
と
二
三
日
に
﹁
宮
崎
元

立
︑
洋
書
調
子
所
出
役
仰
付
候
条
西
丸
ヨ
リ
懸
合
之
事
﹂
と
出
て
い
る
の
に
符
合
す
る
︒

そ
し
て
本
藩
の
佐
賀
藩
は
次
の
よ
う
に
要
請
に
応
え
て
い

(

)
る
︒

16

末
家
鍋
嶋
加
賀
守
家
来
宮
崎
元
立
儀
洋
書
調
所
出
役
被

仰
付
に
而
茂
差
支
之
儀

無
之
哉
被

仰
渡
候
趣
承
知
仕
候
右
者
差
支
候
儀
無
之
御
座
候
尤
加
賀
守
に
茂
申

聞
置
候
此
段
申
上
候

以
上

松
平
肥
前
守
内

四
月
六
日

佐
藤
文
平

四
月
六
日
に
年
号
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
前
後
の
記
事
か
ら
文
久
三
年
と
み
な
せ

る
︒
と
こ
ろ
で
上
述
し
た
よ
う
に
元
立
に
四
月
三
日
付
で
好
生
館
へ
の
入
学
案
内
が
出

て
い
る
︒
当
時
佐
賀
藩
で
は
医
師
に
な
る
に
は
藩
校
好
生
館
か
ら
免
状
を
得
る
必
要
が

あ
っ
た
︒
こ
れ
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
医
師
免
許
に
つ
な
が
る
も
の
で
佐
賀
藩
の
先

行
性
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
医
師
免
状
は
現
実
的
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
由
な
の

で
︑
元
立
の
場
合
は
江
戸
で
修
行
し
て
い
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

さ
て
小
城
藩
日
記
の
文
久
三
年
七
月
二
六
日
付
の
記
事
︵
こ
の
記
事
と
同
文
が
﹃
開

成
所
伺
等
留

(

)
乾
﹄
に
あ
る
︶
に
﹁
拾
人
扶
持
︑
一
ヵ
年
金
八
両
﹂
と
い
う
上
記
の
具

16

申
文
と
同
額
の
元
立
の
手
当
て
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
着
任
し
た
の
が
分
か
る
︒
そ
し

て
こ
の
手
当
て
を
小
城
藩
が
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
小
城
藩
文
庫
か
ら
見
つ
か
っ
た

﹁
宮
崎
元
立
洋
書
調
所
教
授
手
伝
出
役
に
つ
き
老
中
奉

(４
)

書
﹂
と
い
う
老
中
か
ら
の
感
謝

状
で
確
認
で
き
る
︒
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

御
状
令
被
見
候
公
方
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
恐
悦
旨
尤
候
然
者
其
方
家
来
宮
崎

元
立
儀
洋
書
調
所
教
授
手
伝
並
出
役
被
仰
付
勤
候
内
御
扶
持
方
并
金
子
被
下
置
難

有
由
得
其
意
候
紙
面
之
趣
各
一
覧
之
事
候

恐
々
謹
言

松
平
豊
前
守

六
月
廿
六
日

信
義
︵
花
押
︶

鍋
嶋
加
賀
守
殿

箱
書
き
か
ら
年
号
は
文
久
三
年
で
あ
る
が
当
時
幕
府
の
財
政
が
逼
迫
し
て
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
元
立
の
手
当
て
に
ま
で
及
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

な
お
名
前
の
上
が
っ
て
い
る
六
人
の
内
で
洋
書
調
所
の
職
員
三
人
︵
竹
原
鎗
次
郎
︑

三 好 彰
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田
寺
格
之
助
︑
渡
辺
一
郎
︶
の
昇
格
は
そ
の
後
の
資

(７
)

料
で
確
認
で
き
る
が
︑
宮
崎
元
立

と
田
中
晋
お
よ
び
碓
井
鐘
三
は
洋
書
調
所
の
職
員
の
記
録
に
見
当
た
ら
な
い
︒

と
こ
ろ
で
勝
海
舟
旧
蔵
の
﹃
御
支
配
明
細

(

)
帳
﹄
は
文
久
元
年
時
点
の
蕃
書
調
所
の
職

14

員
の
明
細
帳
で
あ
り
︑
陣
容
と
手
当
て
が
分
か
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
元
立
と
同
額
の

﹁
拾
人
扶
持

金
八
両
﹂
な
の
は
教
授
手
伝
の
箕
作
秋
坪
︵
当
時
三
六
歳
︶
で
あ
る
︒

参
考
ま
で
に
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
編
纂
に
拘
っ
た
人
々
の
手
当
て
を
書
き
上

げ
る
︑
こ
こ
で
名
前
に
続
く
括
弧
内
に
文
久
元
年
で
の
数
え
年
の
年
齢
を
記
す
︒
責
任

者
の
堀
達
之
助
︵
三
九
歳
︶
は
﹁
一
〇
人
扶
持

金
一
五
両
﹂
で
あ
り
︑
西
周
助
︵
三

三
歳
︶
は
﹁
一
五
人
扶
持

金
一
〇
両
﹂
な
の
で
元
立
よ
り
や
や
高
額
だ
が
︑
千
村
五

郎
︵
二
八
歳
︶
は
銀
一
四
枚
で
あ
り
竹
原
勇
四
郎
︵
二
四
歳
︶
は
銀
一
〇
枚
な
の
で
元

立
︵
二
七
歳
︶
よ
り
少
な
い
︒
箕
作
貞
一
郎
︵
一
六
歳
︶
は
﹃
御
支
配
明
細
帳
﹄
に
出

て
い
な
い
︒

幕
府
の
具
申
書
は
元
立
に
英
学
教
授
手
伝
出
役
に
な
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
︒
そ

し
て
高
額
の
手
当
て
は
元
立
の
英
語
の
実
力
を
示
し
て
い
て
︑
そ
れ
は
﹃
英
和
対
訳
袖

珍
辞
書
﹄
の
校
正
を
行
っ
た
こ
と
で
評
価
さ
れ
て
い
た
た
め
と
受
取
れ
る
︒
元
立
が
英

語
を
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑
そ
れ
は
現
時
点
で
は
謎
で
あ
る
︒

さ
て
小
城
藩
日
記
に
英
学
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
慶
応
年
間
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
︒
最
初
に
出
て
く
る
の
は
綾
部
新
五
郎
で
あ
る
︒
綾
部
が
長
崎
に
英
語
の
稽
古

に
出
か
け
た
の
は
慶
応
二
年
二
月
一
三
日
で
あ
り
︑
小
城
藩
が
西
洋
帆
船
大
木
丸
を
購

入
す
る
際
に
稽
古
の
成
果
を
生
か
し
て
い

(４
)

る
︒

綾
部
は
元
立
と
同
時
に
江
戸
遊
学
が
認
め
ら
れ
︑
万
延
元
年
の
遣
米
使
節
団
に
加

わ
っ
て
い
る
の
だ
が
出
発
前
に
英
語
を
学
ん
で
い
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
︑
少
な
く

と
も
英
語
の
通
事
は
別
の

(

)
人
で
あ
っ
た
︒
元
立
が
英
語
を
学
ん
だ
の
は
江
戸
遊
学
中
と

17

し
か
思
え
な
い
が
︑
そ
う
だ
と
し
た
ら
小
城
藩
と
し
て
英
語
に
取
り
組
ん
だ
最
初
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
︒
江
戸
な
ら
ば
英
語
を
学
ぶ
機
会
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
︑
蘭
医
学
を
学

ぶ
合
間
に
英
語
を
も
の
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
︒

三
︑
発
病
で
辞
職
︑
そ
し
て
明
治
維
新

︵
イ
︶
発
病
と
改
名

請
わ
れ
て
洋
書
調
所
に
職
を
得
た
の
だ
が
元
立
は
病
気
に
罹
っ
て
し
ま
う
︒
九
〇
日

の
暇
を
も
ら
っ
て
帰
郷
し
た
と
小
城
藩
日
記
の
元
治
元
年
三
月
二
五
日
付
の
記
事
に
あ

る
︒
病
気
は
精
神
障
害
で
あ
り
︑
治
る
見
込
み
が
な
い
の
で
江
戸
へ
の
参
府
が
で
き
ず

お
役
目
を
断
る
と
四
月
一
七
日
の
記
事
に
出
て
い
る
︒
ど
う
り
で
元
立
の
名
前
が
洋
書

調
所
の
職
員
の
記
録
に
出
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
︒

そ
の
後
も
病
気
に
よ
る
神
出
鬼
没
な
奇
行
が
続
き
︑
一
〇
月
一
七
日
に
元
立
に
遠
慮

︵
閉
門
︶
の
処
分
が
下
る
︑
し
か
し
一
一
月
二
八
日
に
そ
の
遠
慮
は
免
除
に
な
っ
て
い

る
︒
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
︑
小
城
藩
日
記
に
元
立
の
記
事
が
途
絶
え
る
が
︑
慶
応
二

年
四
月
一
一
日
付
の
医
師
弟
子
差
し
出
し
の
記
事
か
ら
元
立
が
蘇
庵
と
改
名
し
た
の
が

分
か
る
︑
蘇
庵
は
宮
崎
家
に
と
っ
て
先
祖
伝
来
の
由
緒
あ
る
名
前
で
あ
る
︒

結
婚
す
る
と
病
気
が
治
る
と
思
っ
て
か
慶
応
三
年
二
月
二
九
日
に
父
親
の
宮
崎
玄
益

か
ら
﹁
倅
・
蘇
庵
に
牟
田
源
太
左
衛
門
姉
娘
と
縁
組
﹂
の
願
い
が
出
て
い
る
︑
否
の
達

し
が
無
い
の
で
認
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
同
年
九
月
一
一
日
の
記
事
に
宮
崎
蘇

庵
が
患
者
の
眼
病
の
診
断
書
を
書
い
た
と
あ
る
の
で
医
師
と
し
て
の
活
動
が
で
き
る
ま

で
に
病
気
が
快
復
し
た
よ
う
だ
︒

さ
て
大
政
奉
還
で
明
治
維
新
と
な
る
が
︑
不
審
︵
心
気
不
揃
い
︶
の
筋
で
評
定
所
に

拘
束
さ
れ
て
い
た
宮
崎
蘇
庵
が
恩
赦
で
拘
束
を
解
か
れ
て
自
宅
謹
慎
に
な
っ
た
と
の
記

事
が
あ
る
︵
慶
応
四
年
九
月
四
日
付
小
城
藩
日
記
目
録
︶︒
病
気
は
全
快
し
て
い
た
わ

宮崎元立と英学
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け
で
は
な
か
っ
た
し
︑
評
定
所
に
社
会
的
に
隔
離
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
こ
の
後
小

城
藩
日
記
に
元
立
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
︒

︵
ロ
︶
中
央
政
府
へ
の
任
官

国
立
公
文
書
館
に
元
立
の
任
官
と
退
官
を
伝
え
る
次
の
官
報
が
あ

(

)
る
︒
名
前
が
蘇
菴

18

と
な
っ
て
い
る
が
︑
菴
と
庵
は
同
義
同
音
な
の
で
混
用
し
た
よ
う
だ
︒

佐
賀
縣
士
族

宮
嵜
蘇
菴

旧
稱

元
立

天
保
六
乙
未
年
二
月
生

明
治
八
乙
亥
年
八
月
十
日

一

任
権
中
書
記
生

元
老
院

同
年
十
二
月
十
日

一

免
本
官

そ
し
て
明
治
一
三
年
四
月
の
﹃
改
正
官
員
録
﹄
に
文
部
省
六
等
属
と
し
て
宮
崎
蘇
菴

が
出
て
お
り
復
職
し
た
の
が
分
か
る
︑
明
治
一
七
年
一
〇
月
に
四
等
属
に
昇
進
し
て
い

る
が
︑
翌
年
の
官
員
録
に
名
前
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
ま
た
も
退
官
し
た
よ
う

(

)
だ
︒

19

任
官
中
に
元
立
は
文
部
省
が
出
し
て
い
た
﹃
教
育
雑

(

)
誌
﹄
に
下
記
の
よ
う
に
三
編
の

20

記
事
を
寄
稿
し
て
い
る
︒

明
治
一
四
年
一
二
月
九
日
号

紐
育
学
校
新
誌
鈔

宮
崎
蘇
菴

譯

職
工
教
育

紐
育
ジ
ョ
ン
マ
ク
モ
リ
ン
氏
述

明
治
一
五
年
五
月
八
日
号

紐
育
学
校
新
誌
鈔

宮
崎
蘇
菴

譯

修
身
ノ
訓
練

明
治
一
五
年
七
月
八
日
号

紐
育
学
校
新
誌
鈔

宮
崎
蘇
菴

譯

學
校
生
徒
の
徳
行

参
考
ま
で
に
最
後
の
記
事
の
最
初
の
部
分
を
転
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
︒

ペ
ス
タ
ロ
ッ
ジ
氏
ノ
言
ニ
曰
ク
教
育
ノ
司
ル
所
ハ
心
︑
智
︑
手
ノ
三
者
ニ
ア
リ
ト

之
ヲ
詳
言
ス
レ
バ
則
チ
徳
育
︑
智
育
及
ビ
體
育
是
レ
ナ
リ

原
典
が
特
定
で
き
て
い
な
い
が
︑
P
e
sta
lo
z
z
iを
ペ
ス
タ
ロ
ッ
ジ
と
英
語
読
み
し
て

い
る
こ
と
﹃
紐
育
学
校
新
誌
﹄
と
い
う
雑
誌
名
お
よ
び
記
事
の
内
容
か
ら
英
文
を
和
訳

し
た
も
の
と
見
な
せ
る
︒
そ
し
て
こ
の
訳
文
は
直
訳
調
で
は
な
く
︑
こ
な
れ
て
い
る
の

で
元
立
が
英
語
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
︒

︵
ハ
︶
著
書

英
書
か
ら
翻
訳
し
た
著
作
は
現
存
し
な
い
が
国
会
図
書
館
に
元
立
の
著
書
が
以
下
の

よ
う
に
五
点
あ
る
︑
い
ず
れ
も
著
者
名
は
宮
崎
蘇
菴
で
あ
る
︒

︵
ａ
︶
仏
国
刑
法
釈
義

第
１
号
︑
和
田
順
吉
口
訳
︑
宮
崎
蘇
菴
記
︑
有
隣
堂
︑
明

治
一
〇
年
八
月

︵
ｂ
︶
童
蒙
修
身
訓

巻
１
︑
宮
崎
蘇
菴
著
︑
機
用
堂
︑
明
治
一
五
年
一
二
月

︵
ｃ
︶
か
い
せ
い
ち
よ
う
へ
い
れ
い
は
や
が
て
ん

ま
き
の
１
︑
宮
崎
蘇
菴
︵
み
や

ざ
き
そ
あ
ん
︶
著
︑
東
京
・
石
川
治
兵
衛
等
出
版
︑
明
治
一
六
年

︵
ｄ
︶
か
な
づ
か
ひ
た
も
と
の
か
が
み
︑
宮
崎
蘇
菴
著
︑
自
費
出
版
︑
明
治
一
九
年

︵
ｅ
︶
新
撰
小
学
歴
史
字
解
︑
宮
崎
蘇
菴
編
︑
東
京
・
阪
上
半
七
出
版
︑
明
治
二
二
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年
一
二
月

︵
ａ
︶
は
フ
ラ
ン
ス
の
刑
法
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
︒
和
田
順
吉
が
翻
訳
し
た
の

を
元
立
が
口
述
筆
記
し
た
も
の
だ
が
︑
元
立
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
解
し
た
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
︒

︵
ｂ
︶
と
︵
ｅ
︶
は
小
学
生
向
け
の
教
材
で
あ
る
︒
文
部
省
を
退
官
後
も
そ
の
周
辺
に

居
た
よ
う
で
あ
る
︒

︵
ｃ
︶
と
︵
ｄ
︶
は
漢
字
を
止
め
て
カ
ナ
文
字
だ
け
に
し
よ
う
と
し
た
﹁
か
な
の
く
わ

い
﹂
の
発
起

(

)
人
に
な
っ
た
元
立
が
カ
ナ
で
書
き
上
げ
て
い
る
︒
当
時
こ
の
種
の
活
動
が

21

幾
つ
か
あ
っ
て
大
同
団
結
も
し
た
が
︑
自
分
の
名
前
を
宮
崎
蘇
菴
︵
み
や
ざ
き
そ
あ
ん
︶

と
漢
字
交
じ
り
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
漢
字
を
無
く
す
の
は
無
理
で
あ
り
活
動
は
尻
す

ぼ
み
に
な
っ
た
︒

な
お
著
書
で
は
な
い
が
宮
崎
蘇
庵
が
﹁
大
日
本
節
酒
会
﹂
を
組
織
し
て
﹃
節
酒
会
雑

誌
﹄
と
い
う
機
関
紙
の
編
輯
者
兼
出
版
人
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
会
の
件
で
福
沢
諭
吉

か
ら
宮
崎
蘇
庵
宛
の
書

(

)
翰
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
明
治
一
九
年
二
月
号
に
病
気
の

22

た
め
に
編
集
人
を
交
替
す

(

)
る
と
断
っ
て
お
り
︑
晩
年
も
病
気
に
苦
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
︒

23

︵
ニ
︶
台
湾
総
統
府

元
立
の
最
後
の
勤
め
は
台
湾
総
統
府
学
務
部
編
纂
課
編
書
掛
で
あ
っ

(

)
た
︒
直
属
の
部

24

長
は
明
治
初
期
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
西
洋
音
楽
を
導
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
伊
澤

修
二
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
地
で
明
治
二
九
年
八
月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
︒
青
山
墓

地
に
埋
葬
さ
れ
た
が
墓
は
現
存
し
な
い

(１
)

由
な
の
で
直
系
の
子
孫
は
居
な
い
よ
う
だ
︒

ま
と
め

上
述
の
こ
と
を
も
と
に
し
た
宮
崎
元
立
の
年
表
を
表
２
に
掲
げ
る
︒
こ
れ
ま
で
い
く

つ
か
の
研
究
で
別
人
物
の
よ
う
に
宮
崎
元
立
が
語
ら
れ
て
き
た
が
︑
統
合
的
し
て
見
る

と
新
し
い
元
立
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
︒

元
立
は
蘭
医
と
し
て
は
大
成
し
な
か
っ
た
が
︑
英
学
に
は
足
跡
を
残
し
て
い
る
︒
特

に
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
初
版
の
校
正
を
担
当
し
︑
そ
の
医
学
関
係
の
邦
訳
語
に
元

立
の
業
績
が
残
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
︒
そ
し
て
洋
書
調
所
で
英
学
の
教
授
を
勤
め
︑

明
治
に
な
っ
て
か
ら
文
部
省
で
ア
メ
リ
カ
の
教
育
文
化
を
吸
収
す
る
こ
と
な
ど
で
英
語

を
活
か
し
た
が
︑
そ
の
英
語
力
を
ど
こ
で
︑
ど
の
よ
う
に
も
の
に
し
た
の
か
は
現
時
点

で
は
謎
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒
そ
れ
は
元
立
個
人
の
問
題
で
は
な
く
英
学
の
黎
明

期
に
英
語
に
取
り
組
ん
だ
人
々
に
共
通
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
を
今

後
の
課
題
と
し
た
い
︒

元
立
の
心
の
病
が
小
城
藩
の
日
記
な
ど
に
見
て
取
れ
る
が
︑
そ
れ
は
蘭
学
と
の
狭
間

に
立
っ
た
若
き
英
学
徒
の
陰
の
部
分
だ
っ
た
ろ
う
︒
そ
の
悩
み
は
蘭
学
か
ら
英
学
へ
軸

を
移
し
た
多
く
の
洋
学
者
が
抱
い
た
は
ず
だ
が
︑
重
荷
に
感
じ
過
ぎ
た
が
た
め
に
能
力

を
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
の
は
本
人
も
無
念
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
青
木
歳
幸
﹁
小
城
藩
蘭
方
医
研
究

︱
宮
崎
玄
益
・
元
立
︑
相
良
柳
沢
・
柳
逸
︱
﹂
佐
賀
大
学

地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
二
号
︑
二
〇
〇
八
年

︵
２
︶﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
は
我
国
で
最
初
に
市
販
さ
れ
た
英
和
辞
書
で
あ
る
︒
初
版
は
文
久
二
年

︵
西
暦
一
八
六
二
︶
に
出
た
︑
そ
の
改
正
増
補
版
が
慶
応
二
年
︵
西
暦
一
八
六
六
︶
と
三
年
に
出

宮崎元立と英学

三 好 彰

41
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安政４年１月1857

誕生天保６年２月1836

備考（主として『英和対訳袖珍辞書』関連）宮崎元立（蘇庵）年表和暦西暦

表２ 宮崎元立関係年表

宮崎元立、大村益次郎の鳩居堂入門年不明 正月19日

宮崎元立、江戸遊学に出発安政５年11月30日

小城藩：綾部新五郎と宮崎元立に江戸遊学仰せ付け安政５年10月15日1858

５月 西周助と津田眞一郎が蕃書調所出役教授手傳並

蕃書調所授業開始

８月 竹原勇四郎千村五郎英学句讀教授出役

遣米使節渡航、小城藩士の綾部新五郎が随行万延元年３月1860

12月 堀達之助・翻訳方となる「小城惣医生書き上げ」に「江戸詰 廿五歳 内治 宮崎元立」安政６年２月12日1859

６月 箕作貞一郎千村五郎竹原勇四郎英学教授手傳並
出役

伊東玄朴の象先堂に入門文久元年６月11日

宮崎元立、蕃書調所から手伝いの要請（国許へ事後報告）文久元年４月18日

『英和対訳袖珍辞書』手稿宮崎元立『英和対訳袖珍辞書』の校正を開始文久元年３月20日1861

12月 堀達之助教授手傳

洋書調所が幕府に竹原鎗次郎、田寺格之助、渡辺一郎、宮崎元立、
田中晋、碓井鐘三を英学教授手伝並出役にするように具申

文久２年12月

11月 『英和対訳袖珍辞書』初版刊行

５月20日 洋書調所と改称元立が小城藩の医学校である好生館に入学文久２年４月16日1862

宮崎元立が蕃書調所より金子拝領の段、江戸より注進文久元年９月30日

字書の業成る（『英和対訳袖珍辞書』脱稿）

90日の予定で帰郷していたが病気のため参府できず役目を断る元治元年４月17日

病気のため江戸より帰郷元治元年３月25日1864

９月、開成所と改称
宮崎元立、洋書調所出役勤務中の扶持を小城藩が出していたこと
の礼状が御用番の松平豊後守より小城藩へ

文久３年6月26日

宮崎元立、洋書調子所出役仰付候条西丸ヨリ懸合之事文久３年１月23日1863

宮崎蘇庵 医師弟子名前差し出し慶応２年４月11日1866

元立の逼塞免除元治元年11月28日

元立に逼塞の申し渡し元治元年10月17日

病気で元立奇行のため父親の玄益が遠慮を申し出元治元年７月１日

元老院・権中書記生 任官 蘇菴、旧称：元立明治８年８月10日

フルベッキ、致遠館（佐賀藩が長崎に建てた英学校）で
教鞭

不審（心気不揃い）の筋で評定所に拘束されていたが大赦ゆえ宮
崎蘇庵を恩赦、自宅謹慎のこと

慶応４年９月４日1868

改正増補版『英和対訳袖珍辞書』刊行（全木版）宮崎蘇庵 患者（眼病）の診断書の類慶応３年９月11日

綾部新五郎、小城藩士として初めて英語稽古のため長
崎へ出発

１月 改正増補『英和対訳袖珍辞書』刊行

『教育雑誌』へ寄稿、「紐育学校新誌鈔」 職工教育 宮崎蘇菴譯明治14年12月19日1880

文部省六等属 宮崎蘇菴明治13年４月1877

『仏国刑法釈義. 第１号』和田順吉口訳、宮崎蘇菴記、有隣堂明治10年８月

仝上、免官明治８年12月10日1875

『かいせいちようへいれいはやがてん. まきの１』宮崎蘇庵（みや
ざきそあん）著

明治16年

『童蒙修身訓. 巻１』刊行、宮崎蘇菴著，機用堂明治15年12月

『教育雑誌』へ寄稿、「紐育学校新誌鈔」 修身の訓練学校生徒の徳
行 宮崎蘇菴譯

明治15年７月８日1882

『教育雑誌』へ寄稿、「紐育学校新誌鈔」 修身の訓練 宮崎蘇菴譯明治15年５月８日1881

『節酒会雑誌』創刊（編輯兼出版人）明治18年８月10日

福沢諭吉から宮崎蘇庵宛書翰明治17年12月24日

文部省四等属明治17年10月1884

「かなのくわい」発起人明治16年３月1883

没明治29年８月５日1896

台湾総督府学務部編纂課編書掛明治29年1889

『新撰小学歴史字解』宮崎蘇菴編明治22年12月1886

『かなづかひたもとのかがみ』宮崎蘇菴著明治19年1885



た
︒
そ
し
て
明
治
二
年
に
慶
応
三
年
版
が
増
刷
さ
れ
た
︒

①
堀
達
之
助
編
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
初
版
︑
文
久
二
年
︵
西
暦
一
八
六
二
︶
刊

輸
入
さ
れ
た
洋
紙
を
用
い
て
︑
英
語
部
は
オ
ラ
ン
ダ
政
府
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
英
国
製
の
印

刷
機
を
用
い
て
活
版
印
刷
さ
れ
︑
日
本
語
部
は
木
版
印
刷
で
あ
る
︒
一
ペ
ー
ジ
を
二
段
構
成

に
し
て
小
型
化
を
計
っ
て
い
る
︒
二
〇
〇
部
が
印
刷
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

②
堀
越
亀
之
助
編

﹃
改
正
増
補

英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄︑
慶
応
二
年
︵
西
暦
一
八
六
六
︶
刊

編
集
責
任
者
の
堀
越
亀
之
助
は
初
版
が
早
い
時
期
に
売
り
切
れ
に
な
っ
た
の
で
改
版
の
命

を
自
分
が
受
け
た
と
序
文
に
書
い
て
い
る
︒
幕
府
の
財
政
上
の
問
題
も
あ
っ
て
大
掛
か
り
な

改
訂
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
後
年
述
懐
し
て
い
る
が
︑
原
則
と
し
て
ペ
ー
ジ
の
構
成
を
変
え

な
い
で
済
む
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
新
た
に
見
出
し
語
を
追
加
す
る
た
め
に

は
︑
も
と
あ
っ
た
見
出
し
語
を
削
除
す
る
か
数
行
に
渡
っ
て
い
た
邦
訳
語
の
行
数
を
減
ら
す

か
し
て
い
る
︒

本
草
学
や
量
目
関
係
の
訳
語
の
改
訂
に
専
門
家
で
あ
る
田
中
芳
男
と
柳
川
春
三
の
協
力
を
得

た
と
序
文
に
堀
越
は
書
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
よ
り
初
版
よ
り
も
実
用
性
が
高
ま
っ
て
い
る
︒

︵
３
︶
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
﹃
小
城
鍋
島
文
庫
日
記
目
録
﹄
と
︑
同
日
記
の
本
文
か

ら
洋
学
関
係
の
記
事
を
抜
粋
し
た
資
料
﹁﹃
小
城
藩
日
記
﹄
に
み
る
近
世
佐
賀
医
学
・
洋
学
史
料

∧
前
編
∨
お
よ
び
∧
後
編
∨
﹂︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
︶
を
多
用
し

た
︒
日
付
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
︑
煩
雑
さ
を
避
け
て
本
稿
で
は
小
城
藩
日
記
と
略
称

し
た
︒

︵
４
︶
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
﹁
佐
賀
大
学
・
小
城
市
交
流
事
業
特
別
展
図
録

海
外
交
流
と
小
城
の
洋
学
﹂︑
二
〇
〇
七
年

︵
５
︶
名
雲
純
一
編
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
原
稿
影
印
﹄
名
雲
書
店
︑
二
〇
〇
七
年

﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
手
稿
を
発
見
し
た
名
雲
書
店
は
︑
同
書
の
カ
タ
ロ
グ
﹃
ニ
ュ
ー
ス

ボ
ー
ド
﹄
第
六
八
号
で
詳
し
く
報
じ
た
︒
そ
し
て
宮
崎
元
立
を
﹁
佐
賀
ノ
小
城
藩
士
で
万
延
元

年
︵
中
略
︶
遣
米
使
節
ニ
随
行
シ
タ
経
歴
ヲ
持
ツ
﹂
と
見
な
し
た
が
︑
文
献
︵
１
︶
で
青
木
氏

は
小
城
藩
の
記
録
に
無
い
こ
と
と
派
遣
さ
れ
た
の
は
御
殿
医
の
宮
崎
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
別

人
と
し
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
尊
重
す
る
︒

︵
６
︶
堀
孝
彦
︑
三
好
彰
編
著
﹃
解
読
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
原
稿

初
版
お
よ
び
再
版
﹄
港
の
人

︵
有
︶︑
二
〇
一
〇
年

︵
７
︶﹃
日
本
教
育
史
資
料

﹇
第
７
冊
﹈

幕
府
の
部

学
制
︱
他
︑
幕
府
領
内
学
校
︑
古
記
録
﹄
よ
り

﹁
洋
学
﹂︑
文
部
省
︑
明
治
二
三
年
～
二
五
年

︵
８
︶
茂
住
實
男
︑﹁
開
成
所
と
英
学
教
師
︵
２
︶﹂
拓
殖
大
学
論
集
︑
一
九
八
五
年

︵
９
︶
三
好
彰
﹁﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
底
本
の
編
纂
者
H
.P
ica
rd
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日
本
英
学
史
学
会
紀
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︑
二

〇
〇
八
年

P
ica
rd
辞
書
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オ
ラ
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ダ
で
刊
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さ
れ
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英
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・
蘭
英
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な
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辞
書
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あ
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︒
初
版
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版
の
タ
イ
ト
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通
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あ
る
︒

・
A
n
e
w
p
o
ck
e
t
d
ictio
n
a
ry
o
f
th
e
E
n
g
lish
a
n
d
D
u
tch
L
a
n
g
u
a
g
e
s:re
m
o
d
e
lle
d
a
n
d

co
rre
cte
d
fro
m
th
e
b
e
st
a
u
th
o
ritie
s,
H
.
P
ica
rd
,
Jo
h
.
N
o
m
a
n
,
1
8
4
3

・
A
n
e
w
p
o
ck
e
t
d
ictio
n
a
ry
o
f
th
e
E
n
g
lish
a
n
d
D
u
tch
L
a
n
g
u
a
g
e
s,2
d
e
d
.,re
v
.a
n
d

a
u
g
m
.,
A
.B
.
M
a
a
tje
s,
Jo
h
.
N
o
m
a
n
,
1
8
5
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H
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P
ica
rd

︵

︶
杉
本
つ
と
む
編
﹃
江
戸
時
代

翻
訳
日
本
語
辞
典
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
一
九
八
一
年

10
︵

︶
三
好
彰
﹁
新
発
見
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
の
草
稿
お
よ
び
校
正
原
稿
の
考
察
﹂
日
本
英
学
史

11

学
会
紀
要
︑
二
〇
〇
七
年

︵

︶
茂
住
實
男
︑﹁
開
成
所
と
英
学
教
師
︵
３
︶﹂
拓
殖
大
学
論
集
︑
一
九
八
七
年

12
︵

︶
大
村
益
次
郎
先
生
伝
記
刊
行
会
編
﹁
大
村
益
次
郎
﹂
肇
書
房
︑
一
九
四
四
年

13
︵

︶﹃
御
支
配
明
細
帳
﹄︵
勝
海
舟
旧
蔵
︑
国
会
図
書
館
蔵
︶︑
文
久
元
年
︵
西
暦
一
八
六
二
︶

14

な
お
﹃
日
本
科
学
技
術
史
大
系
一
﹄︵
日
本
科
学
史
会
編
︑
一
九
六
四
年
︶
の
﹁
蕃
書
調
所
出
役

者
書
き
上
げ
﹂
に
﹃
御
支
配
明
細
帳
﹄
の
要
点
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶﹃
伊
東
玄
朴
伝
﹄
玄
文
社
︑
一
九
一
六
年

15
︵

︶﹃
開
成
所
伺
等
留

乾
﹄
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

16
︵

︶
宮
永
孝
﹃
万
延
元
年
の
遣
米
使
節
団
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
五
年

17
︵

︶
公
文
書
﹁
佐
賀
県
士
族
宮
崎
蘇
庵
任
官
ノ
旨
同
県
ヘ
通
知
ノ
件
﹂
明
治
八
年

18
︵

︶
彦
根
正
三
編
﹃
改
正
官
員
録
﹄
博
公
書
院
︑
明
治
一
三
年
～
一
七
年

19
︵

︶
文
部
省
﹃
教
育
雑
誌
﹄︑
明
治
九
年
～
一
五
年

20
︵

︶
清
水
連
郎
編
﹃
か
な
の
く
わ
い
大
戦
争
﹄︑
第
一
冊

明
治
一
六
年
︑
第
二
冊

明
治
一
七
年

21
︵

︶
大
浜
郁
子
﹁
研
究
余
録

福
沢
諭
吉
と
﹁
大
日
本
節
酒
会
﹂
︱
宮
崎
蘇
庵
宛
福
沢
書
簡
に
つ
い
て
﹂

22

日
本
歴
史
学
会

編
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
九
月

︵

︶
宮
崎
蘇
菴
編
﹃
節
酒
会
雑
誌
﹄︑
明
治
一
九
年
二
月
五
日
号

23
︵

︶
木
下
邦
昌
著
﹁
台
湾
島
台
北
附
近
の
状
況

附
本
島
学
事
一
班
﹂︑﹃
国
家
教
育
﹄
第
五
三
号
︑

24

一
八
九
六
年
八
月
一
五
日

︵
日
本
英
学
史
学
会
・
会
員
︶

宮崎元立と英学

三 好 彰
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資
料
紹
介

南
里
今
村
文
書

大

塚

俊

司

一
︑
解
題

こ
こ
で
紹
介
す
る
南
里
今
村
文
書
は
︑
大
正
・
昭
和
に
活
躍
し
た
社
会
学
・
経
済
学

の
大
家
で
歌
人
の
高
田
保
馬
博
士
が
︑
生
前
に
所
持
さ
れ
て
い
た
中
世
の
文
書
群
で
あ

る
︒
肥
前
国
の
今
村
氏
と
南
里
氏
の
家
文
書
が
ま
と
め
て
一
巻
に
成
巻
さ
れ
︑
合
計
一

八
点
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
文
書
は
昭
和
一
六
年
︵
一
九
四
一
︶
三
月
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂

所
︵
現
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︶
に
よ
っ
て
影
写
本
︵﹁
肥
前
南
里
今
村
文
書
﹂︶
が
作

ら
(１
)

れ
︑
同
所
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
南
北
朝
期
の
文
書
一
二
点
に
つ
い
て
は
瀬
野

精
一
郎
編
﹃
南
北
朝
遺
文

九
州

(２
)

編
﹄
に
お
い
て
活
字
化
さ
れ
︑﹁
肥
前
南
里
文
書
﹂
ま

た
は
﹁
肥
前
高
田
保
馬
所
蔵
文
書
﹂
の
名
称
で
編
年
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に

よ
り
文
書
の
存
在
は
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
戦
国
期
の
文
書
六
点
は
管
見
の
限

り
こ
れ
ま
で
に
活
字
化
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
︑
ま
た
家
分
け
の
形
で
文
書
全
体
が
紹
介

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
︒

所
蔵
者
の
高
田
保
馬
氏
は
︑
明
治
一
六
年
︵
一
八
八
三
︶
に
小
城
郡
三
日
月
村
︵
現

小
城
市
三
日
月
町
︶
に
生
ま
れ
︑
明
治
四
三
年
︵
一
九
一
〇
︶
に
京
都
帝
国
大
学
︵
現

京
都
大
学
︶
を
卒
業
後
は
︑
同
大
や
九
州
帝
国
大
︵
現
九
州
大
︶・
大
阪
大
ほ
か
数
々
の

大
学
に
お
い
て
教
鞭
を
執
り
︑
昭
和
四
七
年
︵
一
九
七
二
︶
に
永
眠
さ
れ
る
ま
で
に
膨

大
な
量
の
社
会
学
・
経
済
学
の
著
書
お
よ
び
歌
集
を
発
表
し

(３
)

た
︒
文
書
は
保
馬
氏
の
生

家
か
ら
自
宅
に
移
さ
れ
︑
佐
賀
県
を
離
れ
て
い
る
が
︑
氏
の
没
後
も
ご
遺
族
の
方
々
に

よ
っ
て
大
切
に
保
管
さ
れ
︑
現
在
に
至
っ
て
い
る
︒
こ
の
た
び
許
可
を
頂
き
︑
文
書
原

本
を
調
査
・
撮
影
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

現
状
で
は
文
書
は
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
︑
末
尾
に
無
年
号
の
二
点
が
収
め
ら

れ
て
い
る
︵
目
録
参
照
︶︒
こ
の
順
序
は
影
写
本
と
全
く
同
じ
な
の
で
︑
影
写
本
作
成
当

時
は
既
に
巻
子
の
状
態
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︵
影
写
本
に
も
﹁
十
八
通
壱
巻
﹂
と
あ

り
︶︒
成
巻
に
あ
た
っ
て
文
書
の
天
地
が
裁
断
さ
れ
た
と
見
ら
れ
︑
料
紙
の
縦
の
寸
法

が
一
号
文
書
か
ら
一
二
号
文
書
ま
で
は
二
七
・
六
～
二
七
・
八
㎝
︑
一
三
号
文
書
か
ら

一
八
号
文
書
ま
で
は
二
五
・
九
～
二
六
・
一
㎝
と
非
常
に
均
一
に
揃
え
ら
れ
て
い
る
︒

中
で
も
料
紙
が
大
き
い
一
号
文
書
か
ら
一
二
号
文
書
ま
で
は
︑
文
字
の
際
近
く
ま
で
切

り
詰
め
ら
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
︒
破
損
箇
所
は
既
に
影
写
本
の
段
階
で
多
数
認
め
ら
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れ
る
が
︑
影
写
本
と
原
本
を
比
較
し
て
み
る
と
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
ず
︑
影
写
本
作

成
か
ら
現
在
ま
で
の
間
は
傷
み
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

南
里
今
村
文
書
は
︑
南
北
朝
期
と
戦
国
期
の
文
書
の
二
つ
に
大
き
く
分
か
れ
て
い

る
︒
南
北
朝
期
に
つ
い
て
は
︑
建
武
五
年
︵
一
三
三
八
︶
か
ら
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶

ま
で
の
一
一
点
︵
一
号
～
一
一
号
︶
が
今
村
氏
の
家
文
書
で
︑
観
応
二
年
か
ら
四
〇
年

以
上
を
隔
て
た
明
徳
四
年
︵
一
三
九
三
︶
の
一
点
︵
一
二
号
︶
だ
け
が
南
里
氏
の
家
文

書
で
あ
る
︒
そ
し
て
戦
国
期
の
文
書
︵
一
三
号
～
一
八
号
︶
は
す
べ
て
南
里
氏
の
家
文

書
で
あ
る
︒

今
村
氏
の
本
拠
や
名
字
の
地
に
つ
い
て
は
︑
今
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
な
い
︒
今
村
と

い
う
地
名
は
︑
佐
賀
郡
に
今
村
︵
近
世
に
は
今
古
賀
村
と
も
称
さ
れ
︑
現
佐
賀
市
大
和

町
久
留
間
に
小
字
名
﹁
今
古
賀
﹂
が
残
る
︶
が
あ
り
︑
鎌
倉
末
期
︵
一
四
世
紀
前
半
︶

に
は
史
料
上
で
確
認
で
き

(４
)

る
︒
一
八
世
紀
前
半
に
編
纂
・
執
筆
さ
れ
た
﹁
北
肥
戦
誌

︵
九
州
治
乱

(５
)

記
︶﹂
に
は
︑
建
武
五
年
二
月
二
五
日
付
で
一
色
道
猷
が
今
村
孫
三
郎
︵
高

広
︶
に
充
て
た
文
書
が
掲
載
さ
れ
︑
そ
の
充
所
の
下
に
は
﹁
肥
前
小
城
郡
今
村
の
住
人

な
り
︒﹂
と
注
記
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
著
者
の
馬
渡
俊
継
は
今
村
氏
を
小
城
郡
在
住

と
見
な
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
佐
賀
郡
今
村
︵
今
古
賀
村
︶
が
小
城
郡
と
境
を
接
す
る

位
置
に
あ
り
︑
当
時
は
小
城
藩
領
だ
っ
た
事
実
か
ら
小
城
郡
と
誤
解
し
た
の
だ
ろ
う

か
︒﹁
櫛
田
神
社
文
書
﹂
元
亨
三
年
︵
一
三
二
三
︶
一
〇
月
二
五
日
付
鎮
西
下
知

(６
)

状
に
よ

る
と
︑
神
崎
庄
一
分
地
頭
と
し
て
今
村
次
郎
入
道
妙
観
の
子
息
覚
祐
の
名
が
見
ら
れ
︑

瀬
野
精
一
郎
氏
は
こ
れ
を
御
家
人
と
推
定
し
て
い

(７
)

る
︒
神
崎
庄
一
分
地
頭
職
は
蒙
古
合

戦
の
勲
功
賞
と
し
て
配
分
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
こ
こ
を
今
村
氏
の
居
所
と
判
断

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

一
方
︑
南
里
氏
の
本
拠
お
よ
び
名
字
の
地
に
つ
い
て
は
︑
佐
賀
郡
川
副
庄
南
里
︵
現

佐
賀
市
川
副
町
南
里
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹁
高
城
寺
文
書
﹂
貞
和
二
年
︵
一
三
四
六
︶
六

南里今村文書
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月
一
三
日
付
源
有
家
契

(８
)

状
に
よ
る
と
︑
源
有
家
は
高
城
寺
に
対
し
︑
寺
領
の
佐
賀
郡
川

副
庄
三
分
一
方
の
う
ち
南
里
新
々
田
の
年
貢
所
当
米
の
納
入
を
約
し
て
い
る
が
︑
有
家

は
南
里
を
開
発
し
た
功
に
よ
り
給
地
を
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
文
書
の
端
裏
書
に
は

﹁
南
里
源
次
郎
状
﹂
と
あ
る
の
で
︑
源
有
家
＝
南
里
源
次
郎
と
さ
れ
て
い

(９
)

る
︒
南
里
源
次

郎
の
名
は
﹁
南
里
文
書
﹂
建
武
三
年
︵
一
三
三
六
︶

〔五
〕

□
月
一
〇
日
付
一
色
道
猷
軍
勢
催

促
(

)
状
の
充
所
に
見
え
︑
当
時
実
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
一
二
号
文
書
に
は

10

﹁
南
里
藤
兵
衛
尉
高
家
﹂
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
偏
諱
﹁
家
﹂
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
源
有
家
が
南
里
氏
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ

(補
註
)

う
︒

今
村
・
南
里
両
氏
の
家
文
書
が
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
一
つ
に
な
り
高
田
家
の
所
蔵

と
な
っ
た
の
か
︑
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
と
こ
ろ
で
南
里
今
村
文
書
と
一
緒

に
︑
高
田
家
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
群
も
保
管
さ
れ
て
い
る
︒
文
書
は
束
ね
て
一
つ
の
冊

子
に
綴
じ
ら
れ
︑
表
紙
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
近
世
文
書
も
数
点
含
ま
れ

て
い
る
が
︑
大
部
分
は
近
代
と
り
わ
け
明
治
初
頭
か
ら
中
頃
に
か
け
て
の
高
田
清
人
氏

︵
保
馬
氏
の
父
︶
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
清
人
氏
が
明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
に

作
成
し
た
由
緒
書
に
よ
る
と
︑
高
田
家
の
先
祖
は
今
村
氏
お
よ
び
南
里
氏
と
さ
れ
て
お

り
︑
そ
の
根
拠
と
し
て
文
書
を
今
で
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま

た
高
田
守
人
氏
︵
清
人
氏
の
父
ま
た
は
兄
か
︶
が
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶
に
記
し
た

由
緒
書
で
も
︑
同
じ
く
文
書
を
前
提
と
し
て
︑
南
里
氏
を
先
祖
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り

高
田
家
は
︑
少
な
く
と
も
明
治
以
前
か
ら
南
里
今
村
文
書
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
︒

も
ち
ろ
ん
清
人
氏
・
守
人
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
に
︑
同
家
が
今
村
氏
・
南
里
氏
と

血
筋
が
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒
家
系
図
な
ど
系
譜
関
係
を
伝
え
る
も
の
が

発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
結
論
に
は
至
ら
な
い
が
︑
近
世
末
ま
で
に
高
田
家
と
今
村

家
・
南
里
家
と
の
間
に
何
ら
か
の
結
び
つ
き
︵
例
え
ば
婚
姻
な
ど
︶
が
あ
り
︑
そ
れ
に

伴
っ
て
文
書
が
移
動
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
今
後
も

調
査
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

二
︑
文
書
の
内
容

次
に
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
︑
個
別
に
若
干
の
解
説
と
検
討
を
加
え
て
み
る
︒

一
号
文
書
は
︑
今
村
高
秀
が
建
武
五
年
︵
一
三
三
八
︶
に
博
多
警
固
番
役
を
勤
仕
し

た
後
に
提
出
し
た
注
進
状
で
あ
る
︒
上
部
の
欠
損
が
大
き
く
︑
各
行
で
一
～
三
字
分
ほ

ど
失
わ
れ
て
い
る
︒
高
秀
が
番
役
勤
仕
に
就
い
た
日
は
欠
損
に
よ
り
﹁
閏
七
月
十
﹂
ま

で
し
か
判
明
し
な
い
が
︑
次
行
の
欠
損
部
は
小
さ
く
一
字
分
程
度
し
か
な
い
の
で
︑
閏

七
月
一
〇
日
と
判
断
し
て
お
く
︒
因
み
に
こ
の
文
書
と
ほ
と
ん
ど
同
内
容
の
龍
造
寺
実

善
の
注
進

(

)
状
で
は
︑
勤
仕
の
期
間
は
閏
七
月
一
一
日
か
ら
八
月
一
〇
日
ま
で
と
あ
る
︒

11

証
判
に
用
い
ら
れ
て
い
る
花
押
は
二
号
文
書
の
証
判
に
も
見
ら
れ
︑
誰
の
花
押
で
あ
る

か
は
判
明
し
な

(

)
い
︒

12

二
号
・
三
号
文
書
は
︑
と
も
に
今
村
高
広
︵
前
掲
の
高
秀
が
高
広
に
改
名
か
︶
が
番

役
勤
仕
の
際
に
提
出
し
た
注
進
状
で
あ
る
︒
双
方
と
も
高
広
の
署
名
の
右
脇
に
同
一
と

思
わ
れ
る
裏
花
押
が
あ
る
が
︑
巻
子
の
た
め
裏
側
か
ら
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
な
お

﹃
南
北
朝
遺
文

九
州
編
﹄
で
は
︑
こ
れ
ら
二
点
は
案
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
︑
一
方

で
影
写
本
の
巻
頭
に
あ
る
文
書
目
録
で
は
案
文
と
は
さ
れ
ず
︑
正
文
と
評
価
さ
れ
て
い

た
と
見
ら
れ
る
︒
実
際
に
調
査
し
た
限
り
で
は
︑
こ
れ
ら
を
案
文
と
す
る
積
極
的
理
由

は
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
︑
ひ
と
ま
ず
正
文
と
し
て
扱
っ
て
お
き
た
い
︒

四
号
文
書
は
︑
暦
応
三
年
︵
一
三
四
〇
︶
に
鎮
西
管
領
一
色
道
猷
を
大
将
と
す
る
幕

府
方
が
︑
菊
池
武
敏
ら
南
朝
方
と
筑
後
国
内
に
お
い
て
合
戦
を
繰
り
広
げ
た
際
︑
道
猷

に
従
っ
て
転
戦
し
た
今
村
高
弘
が
提
出
し
た
軍
忠
状
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
実
名
が
﹁
高
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弘
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
高
広
か
ら
改
名
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
年
四
月
五
日
︑
道

猷
は
肥
前
国
の
深
堀
孫
太
郎
入
道
に
︑
筑
後
国
凶
徒
退
治
の
た
め
佐
竹
義
尚
率
い
る
軍

勢
の
派
遣
を
伝
え
︑
出
陣
を
催
促
し
て
い

(

)
る
︒
四
号
文
書
に
よ
る
と
一
色
道
猷
の
軍
勢

13

は
七
月
二
九
日
に
発
向
し
︑
上
妻
郡
豊
福
原
︵
現
八
女
市
豊
福
︶
や
竹
野
郡
竹
野
庄
︵
現

久
留
米
市
田
主
丸
町
竹
野
︶
ほ
か
所
々
で
南
朝
方
と
合
戦
し
︑
九
月
下
旬
に
は
御
井
郡

赤
司
城
︵
現
久
留
米
市
北
野
町
赤
司
︶
に
在
陣
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
な
お
同
時

に
従
軍
し
て
い
た
武
雄
社
女
大
宮
司
代
藤
原
通
幸
も
軍
功
を
注
進
し
て
お
り
︑
お
お
よ

そ
同
内
容
が
記
さ
れ
て
い

(

)
る
︒

14

五
号
・
六
号
文
書
は
︑
康
永
二
年
︵
一
三
四
三
︶
に
南
朝
方
の
菊
池
武
茂
ら
が
筑
後

国
竹
井
城
︵
現
久
留
米
市
北
野
町
吉
木
︶
に
立
て
籠
も
り
︑
一
色
道
猷
が
軍
勢
を
発
し

て
こ
れ
を
攻
め
た
際
の
記
事
で
あ
る
︒
五
号
文
書
で
一
色
道
猷
は
今
村
高
弘
に
出
陣
を

催
促
し
て
お
り
︑
同
文
の
文
書
が
龍
造
寺
又
七
・
同
彦
三
郎
に
も
出
さ
れ
て
い

(

)
る
︒
参

15

陣
し
た
龍
造
寺
氏
ら
諸
氏
の
軍
忠

(

)
状
に
よ
る
と
︑
五
月
一
五
日
・
同
晦
日
に
合
戦
が
行

16

わ
れ
︑
七
月
二
日
の
夜
に
は
城
が
落
ち
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
な
お
六
号
文
書
の
証

判
の
花
押
は
︑
形
が
少
し
扁
平
だ
が
一
号
・
二
号
文
書
の
証
判
と
同
じ
で
あ
る
︒

七
号
文
書
で
は
貞
和
三
年
︵
一
三
四
七
︶
五
月
一
〇
日
︑
南
朝
方
の
兵
船
が
筑
前
国

宗
像
郡
大
島
・
小
島
︵
現
宗
像
市
大
島
・
地
島
︶
に
来
襲
し
た
の
に
対
抗
し
︑
一
色
道

猷
が
出
陣
を
命
じ
て
い
る
︒
こ
れ
と
同
じ
文
面
の
文
書
が
深
堀
三
郎
五
郎
・
同
弥
五

郎
・
龍
造
寺
又
七
に
も
発
せ
ら
れ
て
い

(

)
る
︒

17

八
号
文
書
で
は
貞
和
四
年
︵
一
三
四
八
︶
正
月
に
︑
一
色
道
猷
が
南
朝
方
と
見
ら
れ

る
肥
前
国
養
父
郡
凶
徒
を
退
治
す
べ
く
発
向
し
た
際
︑
今
村
高
弘
が
参
陣
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
︒
こ
の
文
書
の
日
付
の
一
日
前
に
龍
造
寺
家
忠
が
参
陣
し
て
着
到
状
を
提

出
し
て
お

(

)
り
︑
そ
こ
で
は
凶
徒
に
つ
い
て
﹁
養
父
郡
牛
原
廓
拡
以
下
輩
﹂
と
記
さ
れ
て

18

い
る
︒
道
猷
の
子
直
氏
が
龍
造
寺
孫
三
郎
に
与
え
た
感

(

)
状
に
よ
る
と
︑
凶
徒
は
正
月
二

19

日
に
養
父
郡
を
発
し
博
多
に
向
か
っ
て
攻
め
寄
せ
て
い
る
︒

九
号
文
書
は
︑
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶
に
足
利
直
冬
方
の
下
松
浦
一
族
ら
が
肥
前

国
小
城
郡
に
攻
め
寄
せ
︑
幕
府
方
の
千
葉
胤
泰
ら
と
の
間
に
合
戦
が
行
わ
れ
た
際
の
史

料
で
あ
る
︒
こ
の
時
に
参
加
し
た
の
は
今
村
利
広
で
︑
前
出
の
高
弘
が
再
び
改
名
し
た

か
︑
あ
る
い
は
高
弘
の
後
嗣
か
定
か
で
は
な
い
︒
記
述
に
よ
る
と
︑
敵
方
は
同
年
八
月

に
晴
気
山
︵
現
小
城
市
小
城
町
晴
気
︶
に
陣
取
り
︑
そ
の
後
は
小
城
郡
か
ら
神
崎
郡
に

か
け
て
各
地
で
合
戦
を
繰
り
返
し
た
こ
と
が
具
体
的
に
読
み
取
れ
る
︒
し
か
し
こ
の
文

書
は
︑
欠
損
に
よ
り
何
月
に
出
さ
れ
た
か
分
か
ら
ず
︑
合
戦
が
行
わ
れ
た
月
が
明
ら
か

で
は
な
い
︒
ま
た
戦
場
と
な
っ
た
地
名
の
箇
所
に
も
欠
損
が
あ
る
︒
さ
ら
に
文
中
に

﹁
今
月
十
五
日
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
文
書
の
日
付
は
三
日
な
の
で
齟
齬
が
あ
る
︒
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
︑
今
後
も
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
証
判
の
花
押

に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
誰
の
も
の
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
頂
妙
寺
文
書
﹂
の
正

平
二
〇
年
︵
一
三
六
五
︶
八
月
二
二
日
付
千
葉
胤
泰
書

(

)
下
に
用
い
ら
れ
て
い
る
花
押
と

20

同
一
で
あ
り
︑
胤
泰
の
花
押
と
判
断
で
き
る
︒

一
〇
号
・
一
一
号
文
書
も
︑
九
号
と
同
じ
観
応
二
年
の
合
戦
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
︒

一
〇
号
文
書
で
は
今
村
利
広
の
忠
節
に
対
し
て
一
色
道
猷
が
恩
賞
と
し
て
知
行
を
給
与

し
て
い
る
︒
与
え
ら
れ
た
所
領
は
﹁
～
跡
﹂
と
あ
る
よ
う
に
闕
所
地
で
占
め
ら
れ
て
お

り
︑
敵
方
の
領
地
を
道
猷
が
闕
所
地
と
し
て
処
分
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
一
一
号

文
書
は
一
〇
号
文
書
と
セ
ッ
ト
で
発
給
さ
れ
て
お
り
︑
道
猷
が
利
広
の
軍
忠
を
賞
し
て

い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
千
葉
次
郎
胤
泰
所
注
申
候
也
﹂
と
あ
り
︑
千
葉
胤
泰
が
利
広
の
忠

節
を
道
猷
に
注
進
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
九
号
文
書
で
胤
泰
が
証
判
を
据
え
て
利
広
の

軍
忠
を
承
認
し
︑
そ
の
旨
を
道
猷
に
上
申
す
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
が
読
み
取
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
一
一
号
文
書
と
同
日
付
で
︑
一
色
範
光
の
発
給
と
さ
れ
る
同
様
の
記
述
の
文

書
が
﹁
松
浦
家
文
書
﹂
に
も
見
ら
れ

(

)
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
原
弘
道
氏
の
考

(

)
察
に

21

22

南里今村文書
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よ
っ
て
偽
文
書
と
判
断
さ
れ
て
い
る
︒

一
二
号
文
書
は
︑
鎰
尼
季
高
が
南
里
氏
の
元
服
に
お
い
て
加
冠
を
執
り
行
い
︑﹁
藤
兵

衛
尉
高
家
﹂
の
名
前
を
与
え
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
管
見
の
限
り
こ
の
文
書
は
︑
肥

前
国
内
の
領
主
が
発
給
し
た
加
冠
状
の
中
で
は
最
も
古
い
事
例
と
言
え
る
︒
鎰
尼
氏
は

佐
賀
郡
に
本
拠
を
置
く
国
衙
の
在
庁
官
人
で
︑
こ
の
時
点
で
は
千
葉
氏
に
従
属
し
つ
つ

あ
(

)
る
︒
ま
た
︑
季
高
は
肥
前
国
鎮
守
で
あ
る
河
上
社
の
大
宮
司
だ
っ

(

)
た
︒

23

24

一
三
号
・
一
四
号
・
一
五
号
文
書
で
は
︑
千
葉
胤
勝
が
南
里
但
馬
守
に
知
行
を
安
堵

し
て
い
る
︒
一
四
号
は
書
下
で
は
な
く
書
状
だ
が
︑
一
三
号
・
一
五
号
と
同
日
に
発
給

さ
れ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
︒
安
堵
さ
れ
て
い
る
所
領
は
小
城
郡
内
︑
お
よ

び
佐
賀
郡
内
の
小
城
郡
と
の
郡
境
に
近
い
場
所
に
確
認
さ
れ
︑
南
里
氏
の
存
立
基
盤
を

知
る
上
で
貴
重
な
手
掛
か
り
と
な

(

)
る
︒

25

一
六
号
文
書
で
は
︑
小
城
郡
東
郷
︵
現
小
城
市
小
城
町
畑
田
付
近
か
ら
同
牛
津
町
勝

付
近
に
か
け
て
の
地
域
か
︶
に
お
い
て
敵
に
同
心
し
て
居
所
を
離
れ
る
者
が
出
た
件
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
関
連
す
る
史
料
は
未
確
認
に
つ
き
詳
細
は
不
明
だ

が
︑
千
葉
胤
勝
は
こ
の
者
の
所
領
を
闕
所
と
し
て
南
里
但
馬
守
に
与
え
て
い
る
︒

一
七
号
・
一
八
号
文
書
は
︑
大
内
氏
の
北
部
九
州
出
兵
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
︒
一

八
号
文
書
に
は
︑
千
葉
胤
勝
が
筑
前
国
早
良
郡
の
入
部
村
︵
現
福
岡
市
早
良
区
東
入

部
・
西
入
部
︶
に
滞
在
し
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
る
︒
胤
勝
は
大
永
六

年
︵
一
五
二
六
︶
の
五
月
ま
で
に
天
満
宮
満
盛
院
領
の
早
良
郡
戸
栗
・
重
富
︵
現
福
岡

市
西
区
飯
盛
付
近
・
同
早
良
区
重
留
︶
の
う
ち
八
〇
町
地
を
﹁
御
堪
忍
料
﹂
と
し
て
大

内
義
興
か
ら
与
え
ら
れ
て
お

(

)
り
︑
そ
れ
以
前
に
筑
前
に
亡
命
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

26

れ
る
︒
ま
た
享
禄
三
年
︵
一
五
三
〇
︶
の
九
月
に
は
満
盛
院
が
大
内
氏
に
﹁
胤
勝
事
就

肥
前
退
国
﹂︑
す
な
わ
ち
胤
勝
が
肥
前
に
退
去
し
た
こ
と
を
理
由
に
戸
栗
・
重
富
の
領
地

の
返
還
を
訴
え
て
い

(

)
る
の
で
︑
こ
の
時
点
で
胤
勝
は
復
帰
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら

27

れ
る
︒
大
内
氏
は
同
年
七
月
に
軍
勢
を
肥
前
に
派
遣
し
て
少
弐
資
元
を
攻
め
た
と
さ
れ

て
お

(

)
り
︑
胤
勝
も
こ
れ
に
乗
じ
て
肥
前
に
入
国
し
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
一
八
号
文
書
で

28

は
胤
勝
が
ま
だ
亡
命
先
の
入
部
村
に
あ
り
︑
来
春
の
合
戦
を
期
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

発
給
年
次
は
享
禄
二
年
の
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
︒
一
七
号
文
書
の
年
次
に
つ
い
て
は

天
文
元
年
︵
一
五
三
二
︶︑
大
内
義
隆
の
軍
勢
が
九
州
に
渡
海
し
︑
年
末
か
ら
翌
二
年
に

か
け
て
少
弐
氏
・
大
友
氏
と
合
戦
を
繰
り
返
し

(

)
た
際
に
発
給
さ
れ
た
と
推
定
し
て
お
き

29

た
い
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
影
写
本
の
奥
書
に
よ
る
︒

︵
２
︶
全
七
巻
︑
東
京
堂
出
版
︑
一
九
八
〇
・
一
～
一
九
九
二
・
九
︒

︵
３
︶
高
田
保
馬
氏
の
経
歴
や
業
績
等
に
つ
い
て
は
︑
高
田
保
馬
博
士
追
想
録
刊
行
会
編
﹃
高
田
保
馬

博
士
の
生
涯
と
学
説
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
八
一
・
一
︶
に
詳
し
い
︒

︵
４
︶﹁
河
上
神
社
文
書
﹂
文
保
二
年
二
月
一
〇
日
付
河
上
宮
免
田
坪
々
領
主
交
名
注
文
案
︵﹃
佐
賀
県

史
料
集
成

古
文
書
編
︵
以
下
︑
佐
賀
と
略
す
︶﹄
一
︑
三
四
頁
︶・﹁
同
﹂
元
亨
四
年
五
月
一
六

日
付
鎮
西
下
知
状
︵﹃
同
﹄
一
︑
一
九
一
頁
︶︒
こ
れ
ら
に
よ
る
と
︑
今
村
は
山
田
東
郷
川
原
村

に
属
し
︑
当
時
は
国
分
三
郎
五
郎
入
道
善
行
が
領
し
て
い
た
︒

︵
５
︶﹃
北
肥
戦
誌
︹
九
州
治
乱
記
︺﹄︵
青
潮
社
︑
一
九
九
五
・
一
︶︒
三
八
頁
︒

︵
６
︶﹃
佐
賀
﹄
五
︑
一
八
九
頁
︒

︵
７
︶﹁
肥
前
国
に
お
け
る
鎌
倉
御
家
人
﹂︵
同
著
﹃
鎮
西
御
家
人
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
五
・

二
︶︒

︵
８
︶﹃
佐
賀
﹄
三
︑
二
五
六
頁
︒

︵
９
︶
前
掲
註
︵
８
︶
で
の
人
物
比
定
を
は
じ
め
︑
諸
書
に
お
い
て
共
通
の
見
解
と
な
っ
て
い
る
︒

︵

︶﹃
南
北
朝
遺
文

九
州
編
﹄
一
︑
六
〇
九
号
︒

10
︵

︶﹁
龍
造
寺
家
文
書
﹂
建
武
五
年
八
月
日
付
龍
造
寺
実
善
着
到
状
︵﹃
佐
賀
﹄
三
︑
四
三
頁
︶︒
な
お

11

博
多
警
固
番
役
に
つ
い
て
は
︑
佐
伯
弘
次
﹁
南
北
朝
時
代
の
博
多
警
固
番
役
﹂︵﹃
史
淵
﹄
一
四

六
︑
二
〇
〇
九
・
三
︶
を
参
照
︒

︵

︶
こ
の
花
押
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
花
押
か
が
み
六

南
北
朝
時
代
二
﹄︵
同
︑
二
〇
〇

12
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四
・
三
︶
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
︵
二
一
三
頁
︶︑
花
押
の
主
体
は
﹁
某
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶﹁
深
堀
家
文
書
﹂
一
色
道
猷
軍
勢
催
促
状
︵﹃
佐
賀
﹄
四
︑
一
四
四
頁
︶︒

13
︵

︶﹁
武
雄
神
社
文
書
﹂
暦
応
三
年
一
〇
月
一
九
日
付
武
雄
社
女
大
宮
司
代
藤
原
通
幸
着
到
状
︵﹃
佐

14

賀
﹄
二
︑
一
五
一
頁
︶︒
た
だ
し
道
猷
発
向
の
日
は
七
月
二
五
日
と
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
道
猷
が

一
〇
月
一
四
日
に
博
多
に
﹁
御
帰
津
﹂
し
た
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
︒

︵

︶﹁
龍
造
寺
家
文
書
﹂
康
永
二
年
四
月
九
日
付
一
色
道
猷
軍
勢
催
促
状
︵﹃
佐
賀
﹄
三
︑
二
六
頁
︶・

15

同
年
同
月
一
九
日
付
一
色
道
猷
軍
勢
催
促
状
︵﹃
同
﹄
三
︑
五
九
頁
︶︒

︵

︶﹁
龍
造
寺
家
文
書
﹂
康
永
二
年
七
月
五
日
付
龍
造
寺
家
平
軍
忠
状
︵﹃
佐
賀
﹄
三
︑
五
〇
頁
︶
ほ

16

か
︒

︵

︶﹁
深
堀
家
文
書
﹂
貞
和
三
年
五
月
一
一
日
付
一
色
道
猷
軍
勢
催
促
状
︵﹃
佐
賀
﹄
四
︑
一
七
頁
︶・

17

同
年
月
日
付
一
色
道
猷
軍
勢
催
促
状
︵﹃
同
﹄
四
︑
一
七
四
頁
︶・﹁
龍
造
寺
家
文
書
﹂
同
年
月
日

付
一
色
道
猷
軍
勢
催
促
状
︵﹃
同
﹄
三
︑
二
七
頁
︶︒

︵

︶﹁
龍
造
寺
家
文
書
﹂
貞
和
四
年
正
月
一
一
日
付
龍
造
寺
家
忠
軍
忠
状
︵﹃
佐
賀
﹄
三
︑
二
一
一
頁
︶︒

18
︵

︶﹁
龍
造
寺
家
文
書
﹂
貞
和
四
年
正
月
一
〇
日
付
一
色
直
氏
感
状
︵﹃
佐
賀
﹄
三
︑
五
〇
頁
︶︒

19
︵

︶
頂
妙
寺
文
書
編
纂
会
編
﹃
頂
妙
寺
文
書
・
京
都
十
六
本
山
会
合
用
書
類

一
﹄︵
大
塚
工
藝
社
︑

20

一
九
八
六
・
一
〇
︶
七
〇
頁
の
写
真
版
を
参
照
︒
な
お
こ
の
文
書
と
九
号
文
書
の
間
に
は
︑
約

一
四
年
の
隔
た
り
が
あ
る
︒
両
者
の
花
押
を
比
較
す
る
と
︑
左
下
部
に
下
ろ
さ
れ
た
線
お
よ
び

右
下
部
の
楕
円
の
︑
下
へ
の
張
り
出
し
の
大
き
さ
に
差
が
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
基
本
的
な
形
状

は
同
じ
と
言
え
る
︒

︵

︶
観
応
二
年
一
二
月
二
〇
日
付
一
色
範
光
感
状
写
︵
瀬
野
精
一
郎
編
﹃
松
浦
党
関
係
史
料
集
﹄
三
︑

21

一
一
頁
︶︒

︵

︶﹁
平
戸
松
浦
氏
に
よ
る
文
書
群
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
﹂︵﹃
古
文
書
研
究
﹄
六
四
︑
二
〇
〇
七
・

22

一
〇
︶︒

︵

︶
鎰
尼
氏
に
つ
い
て
は
︑
宮
島
敬
一
﹁
中
世
後
期
に
お
け
る
国
人
領
主
と
地
方
寺
社
︱
肥
前
千
葉

23

氏
と
﹁
公
権
﹂
の
構
造
︱
﹂︵
所
理
喜
夫
編
﹃
戦
国
大
名
か
ら
将
軍
権
力
へ
︱
転
換
期
を
歩
く
︱
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
・
三
︶
を
参
照
︒

︵

︶﹁
実
相
院
文
書
﹂
至
徳
二
年
二
月
二
三
日
付
河
上
社
遷
宮
用
途
注
文
︵﹃
佐
賀
﹄
一
︑
二
八
二
頁
︶︒

24
︵

︶
天
文
一
三
年
二
月
晦
日
付
﹁
高
城
寺
領
南
里
年
貢
納
并
算
用
帳
﹂︵﹃
佐
賀
﹄
二
五
︑
三
一
八
頁
︶・

25

天
正
一
六
年
九
月
吉
日
付
﹁
春
日
山
高
城
寺
領
指
出
﹂︵﹃
同
﹄
二
五
︑
三
五
五
頁
︶
に
よ
る
と
︑

南
里
に
知
行
を
持
つ
者
の
中
に
南
里
氏
の
名
は
確
認
で
き
な
い
︒

︵

︶﹁
満
盛
院
文
書
﹂
大
永
六
年
︵
異
筆
︶
五
月
二
一
日
付
大
内
氏
奉
行
人
連
署
書
状
︵﹃
大
宰
府
・

26

太
宰
府
天
満
宮
史
料
﹄
一
四
︑
二
七
六
頁
︶︒
千
葉
胤
勝
の
筑
前
亡
命
・
復
帰
に
つ
い
て
は
︑
三

村
講
介
﹁
大
内
氏
の
半
済
制
﹂︵﹃
古
文
書
研
究
﹄
五
六
︑
二
〇
〇
二
・
一
一
︶
を
参
照
︒

︵

︶﹁
満
盛
院
文
書
﹂
享
禄
三
年
︵
異
筆
︶
九
月
一
四
日
付
大
内
氏
奉
行
人
連
署
書
状
︵﹃
大
宰
府
・

27

太
宰
府
天
満
宮
史
料
﹄
一
四
︑
三
一
九
頁
︶︒

︵

︶
こ
の
時
の
合
戦
に
つ
い
て
は
﹁
歴
代
鎮
西
志
﹂
ほ
か
近
世
の
編
纂
資
料
で
は
多
く
記
述
が
見
ら

28

れ
る
が
︑
同
時
代
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
︵﹃
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
﹄
一
四
︑
三
〇

六
頁
︶︒

︵

︶﹃
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
﹄
一
四
︑
三
三
四
頁
︒

29
︵
補
註
︶
鍋
島
文
庫
所
蔵
﹁
肥
前
古
鐘
銘
屏
風
﹂
に
よ
る
と
︑
佐
賀
郡
川
副
庄
南
里
の
正
定
寺
に
存
在

し
た
洪
鐘
の
追
銘
︵
天
文
二
二
年
六
月
吉
日
付
︶
に
︑
願
主
と
し
て
南
里
有
如
の
名
が
見
ら

れ
る
︵
坪
井
良
平
﹁﹁
肥
前
古
鐘
銘
屏
風
﹂
に
つ
い
て
﹂︵
同
著
﹃
歴
史
考
古
学
の
研
究
﹄
ビ

ジ
ネ
ス
教
育
出
版
社
︑
一
九
八
四
・
一
〇
︶︶︒
戦
国
期
の
事
例
だ
が
︑
南
里
の
地
と
南
里
氏

の
結
び
つ
き
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
︒

︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
千
葉
氏
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
務
補
佐
員
︶

︻
凡
例
︼

一
︑
文
書
の
掲
載
は
成
巻
さ
れ
て
い
る
順
序
に
従
っ
て
い
る
︒

一
︑
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
︑
一
部
に
そ
れ
以
外
︵
正
字
・
異
体

字
・
変
体
仮
名
等
︶
も
使
用
し
て
い
る
︒

一
︑
行
ご
と
の
文
字
数
は
変
更
せ
ず
︑
ま
た
闕
字
・
平
出
な
ど
も
残
し
た
︒

一
︑
本
文
に
は
︑
読
点
﹁
︑﹂
お
よ
び
並
列
点
﹁
・
﹂
を
付
け
た
︒

一
︑
傍
注
は
︑
欠
損
部
や
文
字
の
誤
脱
等
の
校
訂
に
は
︹

︺︑
そ
の
他
に
は
︵

︶
を

用
い
た
︒

一
︑
欠
損
部
は
︑
□
廓
拡
で
示
し
た
︒

一
︑
各
文
書
の
右
下
端
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
文
書
番
号
︵
後
筆
︶
は
翻
刻
し
な
い
︒

南里今村文書
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﹁
(題
箋
)

高
田
家
秘
蔵
之
書
﹂

︵
一
︶
今
村
高
秀
注
進
状

︹
博
多
︺

□
□
警
固
番
役
事
︑

︹
任
被
︺

□
□
仰
下
之
旨
︑
肥
前
国
今

︹
村
孫
︺

□
□

︹
三
ヵ
︺

二
郎
高
秀
自
閏
七
月
十

︹
日
︺

□
迄
于
八
月
十
日
︑
令
勤
仕
候
畢
︑

︹
以
此
旨
︺

□
□
□
可
有
御
披
露
候
︑
恐
惶
謹
言
︑

︹
建
︺

□
武
五
年
八
月
十
一
日

︵
今
村
︶

豊
嶋
高
秀

︹
進
上
︺

□
□

御
奉
行
所﹁

︵
証
判
︶

承
了
︑︵
花
押
︶﹂

︵
二
︶
今
村
高
広
注
進
状

肥
前
国
今
村
孫
三
郎
高
広
任
被

仰
下
候
之
旨
︑
御
侍
番
役
事
︑
自

今
月
十
二
日
迄
于
同
十
五
日
︑
三
日
三
夜

之
間
令
勤
仕
候
畢
︑
以
此
旨
可
有

︹
御
脱
ヵ
︺

披
露
候
︑
恐
惶
謹
言
︑

暦
応
二
年
七
月
十
五
日

︵
今
村
︶

豊
嶋
高
広(裏
花
押
)

進
上

御
奉
行
所

﹁
︵
証
判
︶

承
了
︑︵
花
押
︶﹂

︵
三
︶
今
村
高
広
注
進
状

博
多
警
固
事
︑
任
被
仰
下
候

之
旨
︑
肥
前
国
今
村
孫
三
郎
高
広

自
去
月
廿
八
日
迄
于
今
月
十
八
日
︑
令

勤
仕
候
畢
︑
恐
惶
謹
言
︑

暦
応
二
年
七
月
十
八
日

︵
今
村
︶

豊
嶋
高
広(裏
花
押
)

進
上

御
奉
行
所

﹁
︵
証
判
︶

承
了
︑

︵
一
色
道
猷
︶

︵
花
押
︶﹂

︵
四
︶
今
村
高
弘
軍
忠
状

為
筑
後
国
凶
徒

︹
等
退
治
ヵ
︺

廓
拡
大
将
軍
去

七
月
廿
九
日
御
発
向
之
間
︑
□
惣
肥
前
国
今
村

孫
三
郎
高
弘

︹
最
︺

□
前
馳

︹
参
︺

□
御
共
仕
︑

︵
上
妻
郡
︶

豊
福
原

并
︵
竹
野
郡
︶

竹
野
庄
已
下
於
所
々
抽
軍
忠
訖
︑
就
中

自
同
九
月
廿
四
日
属
当
御
手
︑
籠

︵
御
井
郡
︶

赤
司
城

令
致
宿
直
警
固
之
忠
勤
候
畢
︑
然
早

下
給
御
判
︑
可
備
後
代

︹
之
︺

□
亀
鏡
候
︑
以
此
旨

可
有
御
披
露
候
︑
恐
惶
謹
言
︑

暦
応
三
秊
十
月
十
三
日

﹁
︵
証
判
︶

承
了
︑

︵
佐
竹
義
尚
ヵ
︶

︵
花
押
︶﹂

︵
五
︶
一
色
道
猷
︵
範
氏
︶
書
下

筑
後
国
凶
徒
蜂
起
事
︑

為
対
治
所
発
向
也
︑
不
日

可
被
馳
参
︑
仍
執
達
如
件
︑

康
永
二
年
四
月
十
九
日

︵
一
色
道
猷
︶

沙
弥
(花
押
︶
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今
村

︵
高
弘
︶

孫
三
郎
殿

︵
六
︶
今
村
高
弘
軍
忠
状

大
将
軍
筑
後
国

︵
山
本
郡
︶

竹
井
城
御
発
向
之

間
︑
肥
前
国
今
村
孫
三
郎
高
弘
属
御
手
︑

任
被
仰
下
候
旨
︑
大
手
矢
倉
番
役
三
日

三
夜
令
勤
仕
候
畢
︑
然
預
御
一
見
状
︑

為
備
亀
鏡
︑
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
︑

恐
惶
謹
言
︑

康
永
二
年
七
月
廿
三
日

︵
今
村
︶

豊
嶋
高
弘
上

進
上

御
奉
行
所﹁

︵
証
判
︶

承
了
︑︵
花
押
︶﹂

︵
七
︶
一
色
道
猷
︵
範
氏
︶
書
下

凶
賊
船
数
十
艘
昨
日
十
日

寄
来
筑
前
国

︵
宗
像
郡
︶

宗
像
大
嶋
・

小
嶋
之
由
︑
大
宮
司
子
息
三
郎

馳
申
候
間
︑
所
発
向
也
︑
不
廻

時
刻
可
被
馳
参
︑
仍
執
達
如
件
︑

貞
和
三
年
五
月
十
一
日

︵
一
色
道
猷
︶

沙
弥
(花
押
︶

今
村

︵
高
弘
︶

孫
三
郎
殿

︵
八
︶
今
村
高
弘
着
到
状

為
肥
前
国
養
父
郡
凶
徒
対
治

大
将

御
発
向
之
間
︑
同
国
今
村
孫
三
郎
高
弘
為

抽
軍
忠
馳
参
候
訖
︑
以
此
旨
可
有
御
披
露

候
︑
恐
惶
謹
言
︑

貞
和
四
年
正
月
十
二
日

︵
今
村
︶

豊
嶋
高
弘

進
上

御
奉
行
所

﹁
︵
証
判
︶

承
了
︑藤

原
(花
押
)﹂

︵
九
︶
今
村
利
広
軍
忠
状

︹
肥
前
︺

□
□
国
御
家
人
今
村
孫
三
郎
利
広
申

軍
忠
事
︑

︹
右
利
ヵ
︺

□
□
広
自
最
初
為
御
方
致
軍
忠
之
上
︑

今
年
八
月

︵
小
城
郡
︶

晴
気
山
仁
下
松
浦
以
下
御
敵
等
取
陣
之

刻
︑
御
合
戦
毎
度
抽
軍
忠
了
︑
今
月
十
五
日
於

一︹
丈
ヵ
︺

□
河
原
・

︵
小
城
郡
ヵ
︶

吉
田
河
原
・
当
御
城
水
手
以
下
所
々

致
合
戦
︑
至
于
同
廿
五
日
日

︹
隈
︺

猥
︵
神
崎
郡
︶

御
陣
︑
同
廿
九
日

︹
神
ヵ
︺

□
崎
御
出
之
時
︑
御
共
仕
了
︑
此
等
次
第
御
中

人
々
悉
見
知
之
上
者
︑
給
御
証
判
︑
欲
備

亀
鏡
︑
仍
言
上
如
件
︑

観
応
二
年
□
月
三
日

﹁
︵
証
判
︶

承
候
了
︑

︵
千
葉
胤
泰
︶

︵
花
押
︶﹂

︵
一
〇
︶
一
色
道
猷
︵
範
氏
︶
書
下

肥
前
国
小
城
郡
内
津
留
国
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分
八
郎
跡
田
地
四
町
・
同
郡
内
時
津
四

郎
跡
牟
田
江
里
田
地
壱
町
・
同
国

︵
神神

崎
郡
︶

崎
庄
内
豊
冨
孫
太
郎
跡
田
地
拾

町
・
同
庄
内
砥
上
九
郎
跡
田
地
五
町
地

頭
職
事
︑
為
勲
功
之
賞
所
宛

行
也
︑
早
守
先
例
可
致
沙
汰
︑
仍

執
達
如
件
︑

観
応
二
年
十
二
月
廿
日

(一
色
道
猷
)

沙
弥
(花
押
︶

今
村

︵
利
広
︶

孫
三
郎
殿

︵
一
一
︶
一
色
道
猷
︵
範
氏
︶
書
下

直
冬
以
下
凶
徒
退
治
事
︑

下
松
浦
一
族
等
寄
来
肥
前
国

︵
小
城
郡
︶

小
城
之
時
︑
抽
忠
節
之
由
︑
千
葉
次
郎

胤
泰
所
注
申
候
也
︑
軍
忠
尤
神
妙
︑

可
有
恩
賞
︑
仍
執
達
如
件
︑

観
応
二
年
十
二
月
廿
日

︵
一
色
道
猷
︶

沙
弥
(花
押
︶

今
村

︵
利
広
︶

孫
三
郎
殿

︵
一
二
︶
鎰
尼
季
高
加
冠
状

加
冠
名
字
事
︑

南
里
藤
兵
衛
尉
高
家

明
徳
二二
年
七
月
廿
六
日

︵
鎰
尼
季
高
︶

信
濃
守
(花
押
︶

︵
一
三
︶
千
葉
胤
勝
書
下

肥
前
国
小
城
郡
之
内

福
田
分
一
町
五
段
・
江
口
分

弐
町
五
段
之
事
︑

任

先
判
之
旨
宛
行
之
状
如
件
︑

享
禄
五
年

弐
月
廿
五
日

︵
千
葉
︶

胤
勝
(花
押
︶

南
里
但
馬
守
殿

︵
一
四
︶
千
葉
胤
勝
書
状

︵
端
裏
捻
封
ウ
ワ
書
︶

﹁︵
墨
引
)

南
里
但
馬
守
殿

胤
勝
﹂

︹
荻
〕
(佐
賀
郡
︶

萩
野
五
十
五
町
之
事
︑
大
聖
寺

千
年
分
三
町
相
副
︑
右
五
十

五
町
之
内
三
分
壱
之
事
︑

任

先
判
之
旨
知
行
肝
要
候
︑
弥

馳
走
頼
入
候
︑
恐
々
謹
言
︑

二
月
廿
五
日

︵
千
葉
︶

胤
勝
(花
押
︶

﹁
︵
奥
裏
書
︶

享
禄
五
年
二
月
廿
五
日
﹂

︵
一
五
︶
千
葉
胤
勝
書
下

肥
前
国
小
城
郡
之
内
垂
井
分

十
九
町
・
金
原
分
十
五
町
・
友
田

拾
弐
丁
・
長
門
分
十
町
︑
右
之
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田
数
之
事
︑
任
先
例
之
旨

宛
行
之
状
如
件
︑

享
禄
五
年

二
月
廿
五
日

︵
千
葉
︶

胤
勝
(花
押
︶

南
里
但
馬
守
殿

︵
一
六
︶
千
葉
胤
勝
書
状

︵
端
裏
捻
封
ウ
ワ
書
︶

﹁︵
墨
引
︶

南
里
但
馬
守
殿

胤
勝
﹂

今
度
於

︵
小
城
郡
︶

東
郷
敵
令
同
心

他
出
之
仁
相
拘
之
宇
佐
分

之
事
︑
至
彼
社
家
衆
以
純
熟

可
相
拘
之
事
肝
要
候
︑
為
以
後

用
捻
候
︑
恐
々
謹
言
︑

卯
月
廿
五
日

︵
千
葉
︶

胤
勝
(花
押
︶

﹁
︵
異
筆
︶

天
文
二
年
﹂

﹁
︵
奥
裏
書
︶

天
文
二
年
﹂

︵
一
七
︶
千
葉
胤
勝
書
状

﹁
︵
端
裏
捻
封
ウ
ワ
書
︶

︵
墨
引
︶
深
河
主
馬
亮
殿

音
無
新
五
郎
殿

南
里
但
馬
守
殿

寄
合
御
中

胤
勝
﹂

猶
々
先
日
長
々
辛
労
之
至
候
︑

重
々
馳
走
憑
入
候
︑

防
州
衆
渡
海
候
︑
然
者
急
度
可

被
相
動
之
由
候
之
条
︑
当
手
之
衆

申
付
可
馳
走
之
間
︑
早
々
上
着

肝
要
候
︑
委
細
猶
両
人
可
申
候
之
条
︑

閣
筆
候
︑
恐
々
謹
言
︑

十
月
廿
日

︵
千
葉
︶

胤
勝
(花
押
︶

︵
一
八
︶
千
葉
胤
勝
書
状

︵
端
裏
捻
封
ウ
ワ
書
︶

﹁︵
墨
引
︶

南
里
但
馬
守
殿

胤
勝
﹂

︵
小
城
郡
・
佐
賀
郡
ヵ
︶

小
佐
辺
珍
し
き
到
来
候
者
︑
注
進

肝
要
候
︑

就
防
州
入
魂
︑
於

︵
筑
前
国
︶

早
良
郡
入
部
村

在
留
候
︑
為
心
得
候
︑
来
春
者
弓
矢

可
為
必
定
之
由
候
︑
其
覚
悟

専
一
候
︑
仍
為
礼
一
両
所
へ
使

之
儀
申
付
候
︑
寒
中
乍

辛
労
可
有
馳
走
候
︑
委
細

︵
鎰
尼
︶

胤
冬
可
申
渡
候
︑
恐
々
謹
言
︑

十
二
月
三
日

︵
千
葉
︶

胤
勝
(花
押
︶
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(１) 今村高秀注進状

(２) 今村高広注進状
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(３) 今村高広注進状

(４) 今村高弘軍忠状
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(５) 一色道猷(範氏)書下

(６) 今村高弘軍忠状
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(７) 一色道猷（範氏）書下

(８) 今村高弘着到状
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(９) 今村利広軍忠状

(10) 一色道猷（範氏）書下
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(11) 一色道猷（範氏）書下

(12) 鎰尼季高加冠状
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(13) 千葉胤勝書下

(14) 千葉胤勝書状
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(15) 千葉胤勝書下

(16) 千葉胤勝書状
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(17) 千葉胤勝書状

(18) 千葉胤勝書状



調
査
報
告

佐
賀
市
長
・
石
丸
勝
一
と
北
川
家
資
料
に
つ
い
て

串

間

聖

剛

一
︑
は
じ
め
に

石
丸
勝
一
︽
い
し
ま
る
・
か
つ
い
ち
︑
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
～
大
正
十
一
年
︵
一

九
二
二
︶︾
は
︑
明
治
時
代
に
第
二
代
︵
一
八
九
二
～
一
八
九
六
︶︑
第
五
代
︵
一
八
九

九
～
一
九
〇
五
︶︑
第
六
代
︵
一
九
〇
六
～
一
九
〇
九
︶
の
佐
賀
市
長
を
務
め
た
人
物
で

あ
る
︒
資
産
家
・
実
業
家
で
も
あ
り
︑
佐
賀
市
教
育
会
会
頭
や
神
埼
実
業
銀
行
取
締
役

等
多
く
の
肩
書
き
を
持
ち
︑
政
治
家
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑
教
育
・
経
済
界
に
お
い

て
も
明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た
人
物
と
い
え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
石
丸

勝
一
に
つ
い
て
は
︑﹃
佐
賀
市
史
﹄﹃
佐
賀
市
議
会
史
﹄︑
中
林
梧
竹
の
研

(１
)

究
の
中
で
そ
の

名
が
散
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒

佐
賀
県
立
図
書
館
で
は
︑
平
成
十
九
年
度
よ
り
﹁
図
書
館
先
進
県
づ
く
り
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
事
業
﹂
の
一
環
と
し
て
未
整
理
資
料
の
整
理
を
進
め
て
お
り
︑
佐
賀
大
学
地
域

学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
︑
石
丸
勝
一
に
関
す
る
資
料
群
﹁
北
川
家
資
料
﹂

の
目
録
作
成
の
為
の
整
理
を
実
施
し
た
︒
前
回
は
︑
整
理
の
進
行
状
況
及
び
資
料
の
概

要
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
た
が
︑
本
稿
で
は
︑
そ
の
後
の
調
査
結
果
に
よ
り
判
明
し
た

石
丸
勝
一
の
経
歴
及
び
︑
資
料
の
構
造
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
こ
と
と
す
る
︒

二
︑
石
丸
勝
一
の
経
歴

本
項
で
は
石
丸
勝
一
の
経
歴
を
︑
活
動
内
容
に
よ
り
七
期
に
分
類
し
た
︒
ま
ず
は
後

の
活
躍
の
基
礎
と
な
っ
た
佐
賀
市
長
就
任
以
前
の
活
動
と
し
て
﹁
出
自
・
誕
生
か
ら
青

年
期
ま
で
﹂︑﹁
青
年
期
か
ら
萩
の
乱
に
よ
る
投
獄
ま
で
﹂︑﹁
釈
放
後
か
ら
佐
賀
新
聞
社

創
立
ま
で
﹂
の
三
期
を
︑
次
に
政
治
家
と
し
て
延
べ
二
十
年
に
わ
た
っ
て
務
め
た
佐
賀

市
長
時
代
を
三
期
︑
最
後
に
市
長
退
任
後
に
活
発
と
な
っ
た
実
業
家
・
文
化
人
と
し
て

の
活
動
及
び
晩
年
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒

㈠

出
自
・
誕
生
か
ら
青
年
期
ま
で

石
丸
勝
一
は
︑
佐
賀
藩
足
軽
・
石
丸
善
助
と
妻
・
モ
ン
の
次
男
と
し
て
︑
嘉
永
四
年

︵
一
八
五
一
︶
一
月
十
一
日
に
佐
賀
城
下
道
祖
元
町
に
生
ま
れ
て
い
る
︒
父
親
の
善
助

は
︑
明
治
七
年
︵
一
八
七
四
︶
の
戸
籍
届
に
よ
る
と
士
族
・
石
丸
久
兵
衛
の
養
子
で
あ

り
︑
実
父
は
道
祖
元
町
平
民
・
松
尾
弥
右
衛
門
で
あ
る
︒
弥
右
衛
門
は
松
浦
郡
桃
川
村

︵
現
・
佐
賀
県
伊
万
里
市
︶
の
生
ま
れ
で
あ
り
︑
二
十
才
の
頃
よ
り
佐
賀
へ
出
て
き
て
奉

公
人
を
し
て
い
た
が
︑
大
病
を
患
い
貧
家
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
善
助

は
十
一
才
よ
り
商
売
を
始
め
︑
三
十
一
才
の
時
に
石
丸
家
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
︒
家

督
相
続
後
は
︑
煙
草
屋
の
経

(２
)

営
の
他
︑
反
射
炉
用
の
白
炭
廻
送
な
ど
を
行
っ
て
お
り
︑

佐賀市長・石丸勝一と北川家資料について
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石
丸
家
は
善
助
の
商
売
に
よ
り
財
を
蓄
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
︑
勝
一
は
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
に
七
才
で
城
下
向
町
の

宮
富
塾
に
入
学
︑
慶
応
元
年
︵
一
八
六
五
︶
に
は
草
場
船
山
の
塾
へ
︑
次
い
で
慶
応
三

年
︵
一
八
六
七
︶
に
は
獨
行
小
路
古
賀
竹
堂
の
塾
・
高
尾
宿
重
松
春
香
の
塾
に
通
う
な

ど
︑
学
問
の
研
鑽
を
積
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に
維
新
後
の
明
治
四
～
六
年
︵
一
八
七
一
～

七
三
︶
に
は
︑
肥
後
・
日
向
の
間
を
遊
歴
し
て
お
り
︑
そ
の
後
の
活
動
の
基
礎
と
な
る

経
験
を
得
た
と
思
わ
れ
る
︒

㈡

青
年
期
か
ら
萩
の
乱
に
よ
る
投
獄
ま
で

明
治
七
年
︵
一
八
七
四
︶
二
月
︑
江
藤
新
平
・
島
義
勇
ら
を
中
心
に
し
て
起
こ
っ
た

佐
賀
戦
争
で
は
︑
征
韓
党
・
憂
国
党
の
佐
賀
士
族
約
一
万
人
が
参
戦
し
て
い
る
が
︑
勝

一
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
多
く
の
士
族
と
と
も
に
﹁
無
構
﹂︵
無
罪
︶
と

な
っ
て
い

(３
)

る
︒
同
年
九
月
に
は
︑
父
・
善
助
の
死
去
に
よ
り
二
十
四
才
で
石
丸
家
の
家

督
を
相
続
し
︑
同
郷
の
先
輩
で
あ
る
副
島
種
臣
・
大
木
喬
任
に
従
い
京
阪
・
東
京
の
間

を
遊
歴
し
︑
各
県
士
族
と
交
わ
り
国
事
に
奔
走
し
て
い
る
︒

こ
の
時
期
︑
勝
一
は
征
韓
論
の
思
想
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
同
郷
の
士
族
・

家
永
恭

(４
)

種
は
︑
明
治
七
年
十
二
月
に
司
法
省
を
辞
職
す
る
と
︑
翌
明
治
八
年
︵
一
八
七

五
︶
に
起
こ
っ
た
江
華
島
事
件
を
受
け
て
朝
鮮
出
兵
を
提
唱
し
た
︒
こ
の
時
︑
山
口
県

萩
の
佐
世
一

(５
)

清
ら
が
家
永
を
訪
ね
て
き
て
お
り
︑
そ
の
会
談
に
勝
一
も
同
席
し
て
い

る
︒
佐
世
は
朝
鮮
出
兵
の
建
白
書
が
失
敗
し
た
場
合
の
決
起
を
説
い
た
が
︑
家
永
・
勝

一
ら
佐
賀
士
族
は
そ
の
話
に
乗
る
こ
と
は
無
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
明
治
九
年
︵
一
八
七

六
︶
に
萩
の
乱
が
起
こ
る
と
そ
の
関
係
を
疑
わ
れ
︑
家
永
ら
と
共
に
長
崎
桜
町
監
獄
に

投
獄
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
︑
よ
う
や
く
保
釈
と

な
っ
た
の
は
翌
年
の
春
の
こ
と
で
あ
り
︑
正
式
に
無
罪
が
確
定
し
た
の
は
西
南
戦
争
後

で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
勝
一
は
佐
賀
の
産
業
発
展
に
尽
力
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

㈢

釈
放
後
か
ら
佐
賀
新
聞
社
創
立
ま
で

萩
の
乱
に
よ
る
投
獄
と
同
年
の
明
治
九
年
︵
一
八
七
六
︶︑
勝
一
は
﹁
松
風
社
﹂
と
い

う
佐
賀
の
法
律
研
究
団
体
に
参
加
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
法
律
研
究
の
傍
ら
社
務
に
従
事

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
勝
一
は
秩
禄
処
分
に
よ
り
家
禄
を
失
っ
た
士
族
を
救
済
す
る
﹁
士

族
授
産
事
業
﹂
に
も
関
わ
っ
て
い
る
︒
明
治
十
五
年
︵
一
八
八
二
︶
に
は
︑
政
府
に
請

願
し
て
い
た
起
業
資
金
十
一
万
円
の
貸
与
が
許
可
さ
れ
︑
佐
賀
に
於
け
る
士
族
授
産
結

社
﹁
授
産
社
﹂
を
設
立
︑
同
社
の
幹
事
と
な
っ
て
い
る
︒
授
産
社
は
主
に
佐
賀
郡
及
び

小
城
郡
・
西
松
浦
郡
の
治
岸
埋
築
事
業
を
経
営
し
成
功
を
収
め
た
よ
う
で
あ
る
︒
現

在
︑
佐
賀
市
東
与
賀
に
残
る
﹁
授
産
社
搦
﹂
は
︑
そ
の
名
の
と
お
り
明
治
二
十
年
︵
一

八
八
七
︶
に
授
産
社
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
搦
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

授
産
社
設
立
の
翌
年
︑
明
治
十
六
年
︵
一
八
八
三
︶
に
は
︑
家
永
・
友
人
の
江
副
靖

(６
)

臣
と
共
に
活
版
会
社
﹁
尚
友
社
﹂
を
設
立
︑
さ
ら
に
翌
年
に
は
︑
江
副
・
西
村
萬
次
郎
・

野
中
萬
太
郎
ら
と
発
起
人
と
な
り
︑
尚
友
社
内
に
﹁
佐
賀
新
聞
社
﹂
を
創
立
し
た
︒
勝

一
は
副
社
長
兼
印
刷
人
と
な
り
︑
官
庁
関
係
記
事
の
充
実
や
読
者
の
投
稿
欄
設
置
な
ど

の
新
し
い
企
画
を
次
々
に
採
り
入
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
木
版
刷
り
の
絵
画
入
小
説
を
連

載
す
る
な
ど
大
衆
相
手
の
新
聞
作
り
を
行
い
︑
発
行
部
数
を
急
速
に
伸
ば
す
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
︒

㈣

佐
賀
市
助
役
・
市
長
︵
第
一
期
︶
時
代

明
治
二
十
一
年
︵
一
八
八
八
︶
に
市
制
・
町
村
制
が
公
布
さ
れ
る
と
︑
翌
年
の
実
施

に
向
け
て
全
国
で
合
併
な
ど
新
制
度
に
対
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
︒
佐
賀
に
お
い
て
は

﹁
町
制
派
﹂
と
﹁
市
制
派
﹂
と
の
間
に
論
争
が
起
こ
り
︑
紆
余
曲
折
を
経
て
︑
勝
一
・
家
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1890
明
治
23年
２
月
４
日

慶
応
１
年
春

佐
賀
市
助
役
就
任
年
俸
240円

〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

39歳
1889

安
政
４
年
春

明
治
22年
５
月
30日

家
永
前
佐
賀
郡
長
復
任
請
願
委
員
と
し
て
福
地
貞
夫
と
と
も
に
上
京
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

37歳

嘉
永
４
年
１
月
11日

１
歳

1887
明
治
20年
８
月
１
日

表
１
石
丸
勝
一
年
表
（
※
年
齢
は
か
ぞ
え
年
）

1892
明
治
25年
２
月
26日

明
治
７
年
９
月

助
役
と
し
て
横
尾
佐
賀
郡
長
と
と
も
に
小
倉
招
魂
祭
に
出
席
〔
佐
賀
県
近
代
史
年
表
〕

41歳
1891

明
治
７
年

明
治
24年
４
月
３
日

助
役
と
し
て
佐
賀
市
水
道
計
画
に
携
わ
る
〔
佐
賀
市
史
下
巻
〕

41歳

明
治
４
年

1891
明
治
24年
頃

授
産
社
の
役
員
選
挙
に
よ
り
常
議
員
（
石
丸
勝
一
他
10名
）
に
選
出
さ
れ
る
〔
佐
賀
県
近
代
史
年
表
〕

慶
応
３
年
春

40歳

1893
明
治
26年
３
月
２
日

明
治
９
年
冬

樺
山
資
雄
佐
賀
県
知
事
と
と
も
に
旧
城
内
の
倉
永
文
辰
の
養
蚕
を
視
察
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

41歳
1892

明
治
９
年

明
治
25年
６
月
３
日

佐
賀
市
長
就
任
（
一
期
目
）
年
俸
500円

〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

42歳

明
治
８
年

1892
明
治
25年
２
月
26日

佐
賀
市
助
役
退
任
勤
続
年
数
２
年
９
ヶ
月
〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

明
治
７
年

42歳

1893
明
治
26年
９
月

明
治
17年
6月

商
法
施
行
条
例
第
三
十
五
条
に
よ
り
破
産
管
財
人
を
命
ぜ
ら
れ
る
〔
履
歴
書
〕

43歳
1893

明
治
16年

明
治
26年
６
月

日
本
赤
十
字
社
総
会
に
佐
賀
県
総
代
と
し
て
出
席
の
た
め
上
京
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

43歳

明
治
15年

1893
明
治
26年
６
月

北
白
川
宮
を
永
峰
知
事
、
龍
岡
警
部
長
と
と
も
に
諸
富
ま
で
出
迎
え
る
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

明
治
10年
春

43歳

明
治
28年
８
月
20日

役
員
改
選
に
よ
り
佐
賀
市
教
育
会
会
頭
に
就
任
〔
佐
賀
県
近
代
史
年
表
〕

1857
７
歳

45歳
1895

1851

明
治
28年
２
月
24日

京
都
市
の
遷
都
大
祭
委
員
嘱
託
に
任
命
さ
れ
る
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

44歳

明
治
20年
６
月
21日

1894
明
治
27年
５
月

貧
児
寮
設
立
を
計
画
す
る
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

明
治
17年
11月
14日

43歳

明
治
28年
12月
13日

佐
賀
市
内
の
武
芸
者
ら
に
大
日
本
武
徳
会
へ
の
加
入
を
呼
び
か
け
る
〔
佐
賀
県
近
代
史
年
表
〕

1874
24歳

45歳
1895

1871
21歳

明
治
28年
12月

県
よ
り
コ
レ
ラ
の
検
疫
官
に
任
命
さ
れ
る
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

1867
17歳

45歳
1895

1865
15歳

明
治
29年
２
月

佐
賀
諸
富
間
に
馬
車
鉄
道
布
設
を
提
案
、
反
対
論
に
よ
り
中
止
〔
武
雄
市
史
中
巻
〕

1876
26歳

46歳
1896

1875
25歳

明
治
29年
頃

市
吏
員
の
鍋
島
家
寄
付
金
横
領
事
件
に
よ
り
佐
賀
市
議
会
に
辞
表
を
提
出
す
る
〔
佐
賀
県
近
代
史
年
表
〕

1874
24歳

45歳
1895

1874
24歳

明
治
29年
３
月

願
正
寺
に
お
い
て
佐
賀
へ
の
鉄
道
敷
設
の
趣
旨
を
説
明
〔
諸
富
町
史
〕

1883
33歳

46歳
1896

1882
32歳

明
治
29年
２
月
25日

佐
賀
市
長
退
任
（
一
期
目
）
勤
続
年
数
４
年
〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

1877
27歳

46歳
1896

1876
26歳

佐
賀
の
乱
に
参
加
す
る
。
処
罰
は
「
無
構
」
〔
田
村
貞
雄
秋
月
の
乱
に
お
け
る
他
地
域
士
族
と
の
連
携
〕

肥
後
・
日
向
の
間
を
遊
歴
す
る
（
〜
明
治
６
年
ま
で
）
〔
履
歴
書
〕

獨
行
小
路
古
賀
竹
堂
の
塾
・
高
尾
宿
重
松
春
香
の
塾
に
通
学
（
〜
明
治
２
年
ま
で
）
〔
履
歴
書
〕

草
場
船
山
の
塾
に
通
学
（
〜
慶
応
２
年
ま
で
）
〔
履
歴
書
〕

向
町
宮
富
塾
に
入
学
す
る
〔
履
歴
書
〕

佐
賀
藩
足
軽
・
石
丸
善
助
、
モ
ン
の
次
男
と
し
て
道
祖
元
町
に
生
ま
れ
る
〔
弘
化
２
年
惣
着
到
〕
〔
履
歴
書
〕

1887
37歳

明
治
29年
３
月
４
日

明
治
27・
28年
事
件
（
日
清
戦
争
）
の
功
に
よ
り
金
100円

を
下
賜
さ
れ
る
〔
履
歴
書
〕

1884
34歳

46歳
1896

1884
34歳

明
治
29年
３
月
10日

佐
賀
鉄
道
会
社
の
創
立
委
員
（
石
丸
勝
一
の
他
、
伊
丹
弥
太
郎
、
深
川
文
十
ら
８
人
）
に
決
ま
る
〔
牛
津
町
史
〕

46歳
1896

明
治
20年
６
月
24日

熊
本
で
開
か
れ
た
九
州
鉄
道
四
県
委
員
会
に
県
委
員
（
石
丸
勝
一
の
他
、
村
岡
致
遠
、
伊
丹
文
右
衛
門
ら
15名
）

と
し
て
出
席
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

佐
賀
新
聞
紙
上
に
わ
い
せ
つ
な
記
事
を
載
せ
た
と
し
て
児
玉
公
蔵
と
と
も
に
佐
賀
軽
罪
裁
判
所
で
罰
金
10円

に
処
せ
ら
れ
る
〔
佐
賀
県
近
代
史
年
表
〕

西
村
萬
次
郎
、
江
副
靖
臣
、
野
中
萬
太
郎
ら
と
と
も
に
発
起
人
と
な
り
佐
賀
新
聞
社
を
創
設
。
副
主
幹
と
な
る
〔
佐
賀
市
史
第
三
巻
〕

先
輩
・
家
永
恭
種
、
友
人
・
江
副
靖
臣
と
と
も
に
佐
賀
市
内
に
お
い
て
活
版
会
社
「
尚
友
社
」
を
創
立
し
主
幹
と
な
る
〔
履
歴
書
〕

政
府
よ
り
士
族
授
産
の
起
業
資
金
の
恩
貸
を
受
け
授
産
社
を
設
立
。
同
社
幹
事
と
な
り
、
佐
賀
郡
・
小
城
郡
･西

松
浦
郡
の
治
岸
埋
築
事
業
を
行
う
〔
履
歴
書
〕

家
永
恭
種
ら
と
と
も
に
保
釈
さ
れ
佐
賀
に
戻
る
、
西
南
戦
争
終
結
後
に
無
罪
宣
告
を
受
け
る
〔
履
歴
書
〕

秋
月
の
乱
・
萩
の
乱
で
嫌
疑
を
蒙
り
、
長
崎
桜
町
監
獄
に
投
獄
さ
れ
る
〔
履
歴
書
〕

法
律
研
究
団
体
「
佐
賀
松
風
社
」
に
入
社
し
、
法
律
研
究
の
傍
ら
社
務
に
従
事
す
る
〔
履
歴
書
〕

江
華
島
事
件
後
の
朝
鮮
出
兵
を
提
唱
し
た
家
永
恭
種
と
萩
藩
士
・
佐
世
一
清
ら
と
の
会
談
に
同
席
〔
田
村
貞
雄

秋
月
の
乱
に
お
け
る
他
地
域
士
族
と
の
連
携
〕

同
郷
先
輩
の
副
島
・
大
木
に
従
い
、
京
阪
・
東
京
の
間
を
遊
歴
し
、
各
県
の
志
士
と
交
わ
り
国
事
に
奔
走
す
る

（
〜
明
治
８
年
ま
で
）
〔
履
歴
書
〕

石
丸
家
の
跡
式
を
相
続
す
る
〔
履
歴
書
〕

1897
明
治
30年
７
月

商
法
施
行
条
例
第
三
十
五
条
に
よ
り
再
び
破
産
管
財
人
を
命
ぜ
ら
れ
る
〔
履
歴
書
〕

福
地
貞
夫
と
と
も
に
、
家
永
恭
種
前
佐
賀
郡
長
の
復
任
請
願
委
員
と
な
る
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

37歳
1887

46歳
1896

明
治
29年
６
月

佐
賀
郡
市
有
志
よ
り
県
議
候
補
と
し
て
推
薦
さ
れ
る
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

46歳

明
治
20年
７
月
26日

熊
本
で
開
か
れ
た
九
州
改
進
党
集
会
を
取
材
〔
佐
賀
近
代
史
年
表
〕

37歳
1887

1896

出
来

事
年
齢

西
暦

年
月
日

台
湾
鉄
道
会
社
創
立
委
員
長
の
嘱
託
に
よ
り
渡
台
し
、
同
社
台
北
事
務
所
詰
総
務
と
な
る
〔
履
歴
書
〕

47歳

1909
明
治
42年
４
月

明
治
31年
３
月

中
林
梧
竹
の
招
待
で
観
音
堂
建
立
地
を
実
見
後
、
桜
岡
公
園
内
天
山
閣
に
て
午
饗
を
共
に
す
る
〔
故
中
林
梧
竹
翁
略
年
譜
〕

57歳
1907

明
治
31年
２
月

明
治
40年
９
月
15日

役
員
改
選
に
よ
り
佐
賀
市
教
育
会
会
頭
に
就
任
〔
佐
賀
県
教
育
史
第
二
巻
〕

57歳

明
治
30年
８
月
24日

47歳

1907
明
治
40年
６
月
15日

1910
明
治
43年
３
月

明
治
33年
頃

帝
国
海
軍
協
会
理
事
長
よ
り
帝
国
義
勇
艦
隊
建
設
佐
賀
県
地
方
委
員
と
し
て
の
尽
力
に
対
し
感
謝
状
が
贈
ら
れ

る
〔
履
歴
書
〕

60歳
1910

明
治
32年
10月
26日

明
治
43年
１
月
12日

佐
賀
市
長
退
任
（
三
期
目
）
勤
続
年
数
３
年
８
ヶ
月
〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

59歳

明
治
32年
６
月

1909
明
治
42年
10月

中
林
梧
竹
が
皇
后
陛
下
よ
り
下
賜
さ
れ
た
香
筥
の
保
管
方
法
に
つ
い
て
、
梧
竹
・
熊
谷
広
済
と
と
も
に
佐
賀
県

知
事
西
村
陸
奥
夫
を
訪
問
し
相
談
〔
故
中
林
梧
竹
翁
略
年
譜
〕

明
治
31年
４
月
17日

59歳

1911
明
治
44年

明
治
36年
12月
２
日

佐
賀
米
穀
取
引
所
株
主
総
会
に
お
い
て
理
事
に
当
選
し
、
互
選
の
結
果
理
事
長
と
な
る
〔
履
歴
書
〕

60歳
1910

明
治
36年
11月

明
治
43年
９
月
４
日

武
富
善
吉
の
商
店
及
び
銀
行
に
お
い
て
整
理
事
務
に
従
事
す
る
〔
履
歴
書
〕

60歳

明
治
35年

1910
明
治
43年
４
月
上
旬

東
京
に
滞
在
中
、
友
人
・
武
富
善
吉
よ
り
釧
路
に
お
け
る
商
店
及
び
銀
行
業
務
の
整
理
を
依
頼
さ
れ
る
〔
履
歴
書
〕

明
治
33年
12月

60歳

1913
大
正
２
年
７
月
３
日

明
治
39年
４
月
１
日

十
間
端
看
護
婦
会
に
梧
竹
帰
郷
に
つ
き
看
護
人
雇
い
入
れ
の
件
で
訪
問
、
翌
月
に
確
約
を
得
る
〔
故
中
林
梧
竹
翁
略
年
譜
〕

63歳
1913

明
治
39年
３
月
11日

大
正
２
年
４
月
27日

佐
賀
米
穀
取
引
所
理
事
長
を
辞
任
〔
履
歴
書
〕

63歳

明
治
39年
２
月
14日

1913
大
正
２
年
２
月
15日

肥
筑
の
野
に
お
い
て
挙
行
せ
ら
る
大
演
習
に
際
し
、
佐
賀
県
よ
り
天
覧
に
供
し
奉
る
刀
剣
書
画
の
鑑
定
を
命
ぜ

ら
れ
る
〔
履
歴
書
〕

明
治
38年
10月
25日

61歳

大
正
３
年

東
京
及
び
北
海
道
の
間
を
遊
歴
し
、
実
業
に
従
事
す
る
（
〜
大
正
６
年
春
ま
で
）
〔
履
歴
書
〕

1898
48歳

64歳
1914

1897

大
正
３
年
春

午
後
３
時
半
頃
、
付
き
添
い
３
名
を
随
へ
て
中
林
梧
竹
が
石
丸
邸
を
訪
問
〔
故
中
林
梧
竹
翁
略
年
譜
〕

63歳

明
治
39年
冬

1913
大
正
２
年
７
月
12日

中
林
梧
竹
よ
り
、
百
円
借
用
の
申
込
み
を
受
け
る
〔
梧
竹
異
聞
〕

明
治
39年
４
月
23日

63歳

大
正
７
年
１
月

二
代
佐
賀
図
書
館
長
伊
東
平
蔵
ら
と
と
も
に
肥
前
史
談
会
の
発
起
人
と
な
る
〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

1899
49歳

66歳
1916

1899
49歳

大
正
５
年
３
月

徳
広
源
吉
ら
と
と
も
に
中
林
梧
竹
の
墓
碑
を
建
立
〔
三
日
月
町
史
下
巻
〕

1898
48歳

64歳
1914

1898
48歳

大
正
８
年
４
月

窓
乃
梅
酒
造
株
式
会
社
設
立
を
賛
助
し
、
創
立
総
会
に
お
い
て
監
査
役
と
な
る
〔
履
歴
書
〕

1903
53歳

68歳
1918

1902
52歳

大
正
７
年
11月

地
所
株
式
会
社
常
務
取
締
役
就
任
〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

1900
50歳

68歳
1918

1900
50歳

大
正
９
年

株
式
会
社
神
埼
実
業
銀
行
株
主
総
会
に
お
い
て
監
査
役
に
選
ば
れ
就
任
す
る
〔
履
歴
書
〕

1906
56歳

69歳
1919

1906
56歳

大
正
８
年
７
月

博
多
窯
業
株
式
会
社
設
立
を
賛
助
し
、
創
立
総
会
に
お
い
て
監
査
役
と
な
る
〔
履
歴
書
〕

1905
55歳

69歳
1919

1903
53歳

佐
賀
市
長
就
任
（
二
期
目
）
年
俸
600円

〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

商
法
施
行
条
例
第
三
十
五
条
に
よ
り
三
度
破
産
管
財
人
を
命
ぜ
ら
れ
る
〔
履
歴
書
〕

佐
賀
市
一
級
議
員
に
当
選
〔
佐
賀
市
史
上
巻
〕

任
務
終
了
に
よ
り
台
湾
鉄
道
会
社
台
北
事
務
所
詰
総
務
を
辞
任
〔
履
歴
書
〕

線
路
実
測
・
製
図
・
予
算
編
成
な
ど
終
了
し
、
東
京
に
帰
り
報
告
を
行
う
〔
履
歴
書
〕

娘
・
さ
ち
が
急
性
腸
カ
タ
ル
に
よ
り
死
亡
〔
秀
島
徳
一
書
簡
〕

1906
56歳

大
正
10年
４
月

娘
・
秀
子
、
甥
の
楢
村
小
善
太
（
妹
・
松
子
長
男
）
と
結
婚

1906
56歳

70歳
1920

1906
56歳

大
正
10年

株
式
会
社
神
埼
実
業
銀
行
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
取
締
役
に
選
ば
れ
就
任
す
る
〔
履
歴
書
〕

71歳
1921

明
治
40年
４
月
18日

佐
賀
兵
営
（
第
五
十
五
連
隊
）
設
置
に
つ
き
請
願
及
び
陳
情
の
た
め
上
京
、
志
望
を
遂
げ
連
隊
設
置
に
関
し
て
敷

地
寄
付
と
な
る
〔
履
歴
書
〕

佐
賀
商
業
学
校
開
校
に
よ
り
市
長
と
し
て
管
理
者
に
な
る
。〔
佐
賀
県
教
育
史
第
四
巻
〕

明
治
37・
38年
事
件
（
日
露
戦
争
）
の
功
に
よ
り
勲
六
等
単
光
旭
日
章
及
び
金
400円

を
授
け
賜
る
〔
履
歴
書
〕

第
12回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
に
お
い
て
祝
辞
を
述
べ
る
〔
佐
賀
市
史
第
三
巻
〕

佐
賀
市
長
就
任
（
三
期
目
）
年
俸
1000円

〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

佐
賀
市
長
退
任
（
二
期
目
）
勤
続
年
数
６
年
〔
佐
賀
市
史
第
四
巻
〕

牟
田
万
次
郎
、
中
野
致
明
と
と
も
に
大
阪
電
気
会
社
の
池
田
牧
師
を
招
い
て
電
気
理
論
の
経
済
性
に
つ
い
て
の

講
演
会
を
開
く
〔
佐
賀
県
の
百
年
〕

佐
賀
県
会
に
佐
賀
市
立
商
業
学
校
設
立
に
つ
き
県
費
補
助
の
請
願
書
を
提
出
〔
佐
賀
市
史
第
三
巻
〕

成
美
女
学
校
商
議
員
就
任
〔
佐
賀
市
史
下
巻
〕

日
本
赤
十
字
社
特
別
社
員
に
列
せ
ら
れ
る
〔
履
歴
書
〕

佐
賀
郡
長
原
田
守
造
と
と
も
に
、
大
詫
間
村
の
佐
賀
市
地
所
株
式
会
社
か
ら
の
原
野
買
戻
を
仲
裁
す
る
〔
川
副
町
誌
〕

死
去
〔
弔
辞
〕

石
丸
一
家
（
勝
一
・
倉
子
・
秀
子
）、
中
林
梧
竹
・
熊
谷
夫
妻
等
８
人
と
小
城
公
園
を
逍
遥
し
、
星
巖
寺
に
て
支

那
料
理
を
食
べ
る
〔
故
中
林
梧
竹
翁
略
年
譜
〕

57歳
1907

72歳
1922

大
正
11年
８
月
21日

鍋
島
侯
爵
薨
去
に
際
し
、
春
日
御
墓
所
に
御
遺
髪
を
埋
葬
す
る
こ
と
を
懇
請
〔
履
歴
書
〕

71歳

明
治
40年
４
月
23日

浄
土
真
宗
願
正
寺
に
お
い
て
、
中
林
梧
竹
・
住
職
熊
谷
広
済
・
市
会
議
員
相
浦
守
次
郎
等
と
梧
竹
翁
揮
毫
会
の
相

談
を
す
る
〔
故
中
林
梧
竹
翁
略
年
譜
〕

57歳
1907

1921

出
来

事
年
齢

西
暦

年
月
日



永
・
江
副
ら
が
中
心
と
な
っ
た
﹁
市
制
派
﹂
が
勝
利
を
収
め
︑
明
治
二
十
二
年
︵
一
八

八
九
︶
に
市
制
施
行
と
な
っ
た
︒
初
代
市
長
に
は
石
丸
源
作
が
就
任
し
︑
勝
一
は
初
代

助
役
に
選
出
さ
れ
て
い
る
︒
助
役
時
代
の
勝
一
が
携
わ
っ
た
事
業
と
し
て
は
︑
佐
賀
市

の
水
道
計
画
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
内
務
省
に
技
師
を
派
遣
し
て
も
ら
い
設
計
ま
で
行
っ
た

が
︑
豊
富
な
河
水
を
飲
料
水
と
し
て
い
た
市
民
か
ら
水
道
実
現
を
望
む
声
は
少
な
く
︑

結
果
と
し
て
は
見
送
り
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
六
代
市
長
在
任
時
の
明
治
四
十
一

年
︵
一
九
〇
八
︶
に
も
川
上
川
の
推
量
調
査
と
設
計
を
行
っ
た
が
任
期
途
中
の
辞
職
よ

り
計
画
は
頓
挫
し
て
お
り
︑
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
は
大
正
五
年
︵
一
九
一
六
︶
の
こ

と
で
あ
っ
た
︒

二
年
九
ヶ
月
に
わ
た
り
佐
賀
市
の
助
役
を
務
め
た
勝
一
は
石
丸
源
作
初
代
市
長
の
健

康
上
の
理
由
に
よ
る
辞
職
に
伴
い
︑
第
二
代
佐
賀
市
長
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
の
と
き
勝
一
は
四
十
二
才
︑
最
も
働
き
盛
り
の
時
期
で
あ
る
︒
在
任
中
は
貧
児
寮
設

立
の
計
画
を
推
進
し
︑
コ
レ
ラ
流
行
時
に
は
検
疫
官
と
し
て
事
態
の
収
束
に
努
め
た
︒

し
か
し
︑
在
任
四
年
目
の
明
治
二
十
八
年
︵
一
八
九
五
︶
に
市
吏
員
に
よ
る
鍋
島
家
寄

付
金
横
領
事
件
が
起
こ
り
︑
そ
の
責
任
を
と
っ
て
市
議
会
に
辞
表
を
提
出
︑
翌
明
治
二

十
九
年
︵
一
八
九
六
︶
二
月
に
志
半
ば
で
の
辞
任
と
な
っ
た
︒

㈤

市
長
︵
第
一
期
︶
退
任
後
～
市
長
︵
第
二
期
︶
時
代

市
長
を
辞
任
し
た
勝
一
は
︑
明
治
三
十
年
︵
一
八
九
七
︶︑
台
湾
鉄
道
会
社
の
嘱
託
に

よ
り
︑
こ
の
二
年
前
に
日
本
領
と
な
っ
た
ば
か
り
の
台
湾
に
渡
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
台

湾
鉄
道
会
社
は
台
湾
縦
貫
鉄
道
の
建
設
を
目
的
と
し
て
華
族
・
資
産
家
の
発
起
に
よ
り

計
画
さ
れ
た
会
社
で
あ
り
︑
勝
一
は
台
北
事
務
所
詰
総
務
と
し
て
線
路
実
測
・
製
図
・

予
算
編
成
の
任
に
あ
た
っ
た
︒
渡
台
中
に
娘
の
さ
ち
が
急
性
腸
カ
タ
ル
に
よ
り
死
亡
す

る
と
い
う
不
幸
に
も
見
舞
わ
れ
た
が
任
務
を
遂
行
し
︑
明
治
三
十
一
年
︵
一
八
九
八
︶

に
調
査
結
果
の
報
告
を
終
え
て
帰
国
の
途
に
着
い
て
い
る
︒

帰
国
後
は
佐
賀
市
会
議
員
に
当
選
し
︑
翌
明
治
三
十
二
年
︵
一
八
九
九
︶
に
四
十
八

才
で
再
び
第
五
代
佐
賀
市
長
に
就
任
し
て
い
る
︒
在
任
中
は
成
美
女
学
校
の
商
議
員
に

就
任
︑
佐
賀
県
会
に
佐
賀
市
立
商
業
学
校
設
立
の
県
費
補
助
請
願
を
提
出
す
る
な
ど
︑

商
業
教
育
の
振
興
に
尽
力
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
明
治
三
十
九
年
︵
一
九
〇
六
︶︑
佐
賀
商

業
学
校
の
開
校
と
い
う
形
で
結
実
し
て
い
る
︒

㈥

市
長
︵
第
三
期
︶
～
退
任

勝
一
の
佐
賀
市
長
二
期
目
は
︑
明
治
三
十
八
年
︵
一
九
〇
五
︶
十
月
を
も
っ
て
六
年

間
の
任
期
満
了
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
後
任
市
長
推
薦
の
た
め
の
佐
賀
市
会
が
開
か

れ
た
が
︑
後
任
選
び
は
勝
一
を
押
す
江
副
を
中
心
と
す
る
﹁
旧
議
員
派
﹂
と
︑
横
尾
純

喬
を
押
す
新
人
議
員
が
中
心
の
﹁
進
歩
派
﹂﹁
実
業
派
﹂
と
の
間
で
対
立
が
起
こ
り
混
乱

を
極
め
た
︒
勝
一
は
こ
の
間
四
ヶ
月
に
わ
た
り
野
に
あ
っ
た
が
︑
佐
賀
市
会
議
員
選
挙

串 間 聖 剛
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を
経
て
﹁
旧
議
員
派
﹂
が
勝
利
を
収
め
︑
明
治
三
十
九
年
︵
一
九
〇
六
︶
二
月
に
第
六

代
・
三
期
目
の
佐
賀
市
長
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

勝
一
は
市
長
に
就
任
す
る
と
︑
そ
の
年
の
冬
に
は
佐
賀
兵
営
設
置
の
請
願
及
び
陳
情

の
為
に
上
京
し
︑
設
置
決
定
を
獲
得
し
て
い
る
︒
ま
た
任
期
中
に
佐
賀
市
教
育
会
会
頭

に
も
就
任
し
て
お
り
佐
賀
の
教
育
発
展
を
推
進
し
た
︒
そ
し
て
明
治
四
十
二
年
︵
一
九

〇
九
︶
に
勤
続
年
数
三
年
八
ヶ
月
で
市
長
を
退
任
︑
三
期
延
べ
十
二
年
間
の
市
長
生
活

を
終
え
た
︒
こ
の
時
五
十
九
才
で
あ
っ
た
︒

㈦

市
長
退
任
後
か
ら
晩
年
ま
で

市
長
を
退
任
し
︑
既
に
還
暦
間
近
の
勝
一
で
あ
っ
た
が
彼
の
場
合
は
す
ぐ
に
隠
居
と

は
い
か
な
か
っ
た
︒
退
任
翌
年
の
明
治
四
十
三
年
︵
一
九
一
〇
︶
三
月
に
は
︑
友
人
の

武
富
善

(７
)

吉
に
釧
路
に
お
け
る
商
店
及
び
銀
行
の
整
理
業
務
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
︒
武
富

は
佐
賀
出
身
で
明
治
初
期
に
北
海
道
に
移
住
し
て
開
拓
に
貢
献
し
た
人
物
で
あ
り
︑
明

治
四
十
年
︵
一
九
〇
七
︶
に
釧
路
銀
行
を
設
立
し
て
い
る
︒
釧
路
で
の
約
一
ヶ
月
の
滞

在
の
後
︑
五
月
に
は
任
務
を
終
え
て
佐
賀
に
戻
っ
た
が
︑
休
む
間
も
な
く
同
年
九
月
に

は
佐
賀
米
穀
取
引
所
理
事
長
に
就
任
し
︑
そ
の
後
二
年
半
の
間
そ
の
職
に
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
勝
一
の
実
業
家
と
し
て
の
活
動
は
晩
年
に
活
発
に
な
っ
て
い
る
︒
判

明
し
て
い
る
だ
け
で
も
︑
大
正
七
年
︵
一
九
一
八
︶
に
地
所
株
式
会
社
取
締
役
・
窓
乃

梅
酒
造
株
式
会
社
監
査
役
︑
大
正
八
年
︵
一
九
一
九
︶
に
博
多
窯
業
株
式
会
社
監
査
役
︑

大
正
十
年
︵
一
九
二
一
︶
に
神
埼
実
業
銀
行
取
締
役
に
就
任
し
て
お
り
︑
ま
さ
に
﹁
生

涯
現
役
﹂
で
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
勝
一
の
政
治
家
・
実
業
家
だ
け
で
は
な
く
︑
文
化
人
と
し
て
の
側
面
も
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
特
に
刀
剣
書
画
に
は
造
詣
が
深
く
︑
明
治
四
十
四
年
︵
一
九
一

一
︶
に
佐
賀
で
行
わ
れ
た
陸
軍
大
演
習
で
は
佐
賀
県
よ
り
天
覧
に
供
す
る
刀
剣
書
画
の

鑑
定
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
佐
賀
出
身
で
﹁
明
治
の
三
筆
﹂
と
謳
わ
れ
た
中
林

梧
(８
)

竹
と
も
交
流
が
あ
り
︑
佐
賀
市
の
願
正
寺
に
お
い
て
揮
毫
会
な
ど
を
主
催
し
て
い

る
︒
梧
竹
と
は
私
的
交
流
も
深
く
︑
家
族
を
伴
っ
て
の
食
事
や
梧
竹
帰
郷
の
際
の
世
話

を
行
っ
て
い
る
︒
梧
竹
死
去
の
際
に
は
葬
儀
委
員
長
を
務
め
︑
翌
年
の
大
正
三
年
︵
一

九
一
四
︶
に
は
徳
広
源
吉
と
共
に
梧
竹
の
墓
碑
を
建
立
し
て
い
る
︒

大
正
九
年
︵
一
九
二
〇
︶︑
勝
一
は
七
十
才
と
な
り
古
希
を
迎
え
た
︒
こ
の
年
に
娘
の

秀
子
と
甥
の
楢
村
小
善
太
が
結
婚
し
て
い
る
︒
年
老
い
て
か
ら
の
娘
の
結
婚
に
安
堵
し

た
の
か
︑
二
年
後
の
大
正
十
一
年
︵
一
九
二
二
︶
八
月
︑
勝
一
は
つ
い
に
死
の
床
に
つ

き
︑
八
月
二
十
一
日
に
死
去
し
た
︒
最
期
ま
で
家
族
に
自
分
の
死
後
の
手
続
き
に
つ
い

て
指
示
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
︒
葬
儀
で
は
︑
衆
議
院
議
員
の
副
島
義
一
が
弔
辞
を
読

み
︑﹁
先
進
ノ
模
範
ヲ
失
ヘ
ル
吾
人
後
進
者
ハ
実
ニ
最
慕
ト
悲
哀
ノ
情
ニ
咽
ハ
サ
ル
ヲ

得
サ
ル
ナ
リ
﹂
と
そ
の
死
を
惜
し
ん
だ
︒
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
を
生
き
た
七
十
二
年

の
生
涯
で
あ
っ
た
︒

三
︑
北
川
家
資
料
に
つ
い
て

㈠

資
料
の
概
要

前
項
で
見
た
よ
う
に
︑
石
丸
勝
一
は
佐
賀
・
東
京
・
台
湾
・
釧
路
な
ど
を
舞
台
に
政

治
家
・
実
業
家
・
文
化
人
と
し
て
様
々
な
活
動
を
行
っ
た
︒
勝
一
の
死
後
は
そ
の
活
動

に
関
わ
る
多
く
の
資
料
が
残
さ
れ
た
が
︑
北
川
家
資
料
は
︑
こ
れ
に
石
丸
家
・
楢
村
家

の
資
料
を
加
え
た
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
期
に
わ
た
る
約
一
万
五
千
七
百
点
の
膨
大
な
資

料
群
で
あ
る
︒
資
料
は
後
に
北
川
家
と
な
る
楢
村
家
の
土
蔵
・
母
屋
に
お
い
て
長
く
伝

来
し
て
い
た
が
︑
平
成
三
年
︵
一
九
九
一
︶
に
台
風
の
被
害
の
た
め
保
存
が
困
難
と
な

り
︑
同
年
十
月
と
翌
四
年
︵
一
九
九
二
︶
十
月
の
二
回
に
分
け
て
佐
賀
県
立
図
書
館
へ
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移
管
さ
れ
た
︒
全
体
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
前
回
紹
介
し
た
の
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い

が
︑
木
箱
・
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
な
ど
四
十
箱
に
収
納
さ
れ
て
い

(９
)

た
︒
こ
れ
ま
で
に
調
査
の

手
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
全
体
的
に
当
時
の
保
存
状
況
が
よ
く
残
さ
れ

て
お
り
︑
特
に
書
簡
類
に
つ
い
て
は
︑
勝
一
自
身
が
生
前
に
整
理
し
た
ま
ま
の
状
態
で

発
見
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
年
代
・
内
容
が
不
明
の
資
料
で
あ
っ
て
も
あ
る
程

度
の
推
定
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
︒

㈡

資
料
の
構
造

北
川
家
資
料
の
構
造
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
性
質
の
違
い
か
ら
大
き
く
二
つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
︒
伝
来
の
過
程
で
収
集
さ
れ
た
典
籍
・
雑
誌
類
︹
Ａ
︺
と
旧
蔵
者
の
諸

活
動
に
よ
り
作
成
・
収
受
さ
れ
た
記
録
類
︹
Ｂ
︺
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︹
Ｂ
︺
は
︑
発
生

契
機
の
違
い
か
ら
﹁
石
丸
家
資
料
﹂
と
﹁
楢
村
家
資
料
﹂
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

以
下
︑
項
目
ご
と
の
説
明
を
行
う
こ
と
と
す
る
︒

︹
Ａ
︺
典
籍
・
雑
誌
類

北
川
家
資
料
の
典
籍
・
雑
誌
類
は
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
期
ま
で
の
約
一
千
二
百
点
で

構
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
内
容
は
歴
史
・
宗
教
・
美
術
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
︒﹁
典
籍
﹂

で
は
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
資
料
が
多
く
︑
石
丸
善
助
以
前
に
収
集
さ
れ
た
資
料
も
見

ら
れ
る
が
︑
大
部
分
は
勝
一
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
回
紹
介

し
た
﹃
續
五
明
題
和
歌
集
﹄︑﹃
小
學
句
讀
口
義
詳
解
十
三
巻
﹄︑﹃
泰
厳
公
譜
﹄
の
よ
う

な
貴
重
資
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
︒﹁
雑
誌
類
﹂
に
は
︑
勝
一
が
造
詣
の
深
か
っ
た
書

画
刀
剣
に
関
す
る
書
籍
︑
仏
教
に
関
す
る
雑
誌
な
ど
が
あ
る
︒
そ
の
他
︑
勝
一
死
後
の

昭
和
期
の
書
籍
が
約
六
十
点
存
在
す
る
が
︑
こ
れ
は
楢
村
家
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
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〔Bｰ1ｰ1ｰ1〕
・佐賀市助役資料
・佐賀市長資料

〔Aｰ１〕 《明治22年～42年》 ・佐賀市会議員資料

〔A〕 《江戸後期～明治期》
〔Bｰ1ｰ1〕 〔Bｰ1ｰ1ｰ2〕

・佐賀新聞社資料 ・地所株式会社資料

《江戸後期～昭和初期》 〔Aｰ2〕 ・台湾鉄道会社資料 ・窓乃梅酒造資料

（約1200点） 《明治初期～大正11年》 《明治10年代～大正11年》・成美高等女学校資料・神埼実業銀行資料

※石丸勝一及び石丸家・楢村家 ※営業報告書、株主通知書など ・佐賀米穀取引所資料・佐賀孤児院資料
により収集 《明治期～昭和前期》 ほか

〔Bｰ1ｰ1ｰ3〕
・日記

〔Bｰ1〕 〔Bｰ1ｰ2〕 ・知人名簿

《明治初期～大正11年》 ・肖像写真
・履歴書

《江戸後期～昭和初期》 《江戸末期～昭和初期》 《江戸末期～明治25年》 ・私信（梧竹関係、刀剣書画関係）、ほか

（約15700点） 石丸家において集積 ・石丸善助関係資料
※北川家母屋・土蔵に伝来 ・木翠関係資料、ほか
平成3年県立図書館へ移管 道祖元町石丸家において集積
平成21年寄贈

〔Bｰ1ｰ3〕
〔B〕

《明治25年～大正期》
《江戸後期～昭和初期》 ・石丸倉子資料
（約14500点） ・石丸（楢村）秀子資料、ほか

赤松石丸家において集積

〔Ｂｰ2ｰ1〕

〔Bｰ2〕 《明治期～明治30年代》
・楢村佐代吉資料（古物営業帳）、ほか

《明治期～昭和初期》 〔Ｂｰ2ｰ2〕
・楢村家において集積

《明治30年代～昭和初期》
・楢村小善太賞与通知書、ほか

記録類

典籍

雑誌類

楢村家資料

石丸家資料

典籍・雑誌類

北川家資料

蓮池楢村家資料

赤松楢村家資料

赤松石丸家資料

公職関係資料

団体関係資料

私資料

道祖元石丸家資料

石丸勝一資料

表２ 北川家資料の構造



︹
Ｂ
︺
記
録
類

︹
Ｂ
︱
１
︺
石
丸
家
資
料

石
丸
家
資
料
は
︑
北
川
家
資
料
の
う
ち
石
丸
家
に
お
い
て
作
成
・
収
受
さ
れ
た
資
料

で
あ
り
︑
北
川
家
資
料
の
大
部
分
を
占
め
る
︒
点
数
は
約
一
万
四
千
点
で
﹁
石
丸
勝
一

資
料
﹂︑﹁
赤
松
石
丸
家
資
料
﹂︑﹁
道
祖
元
石
丸
家
資
料
﹂
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︹
Ｂ
︱
１
︱
１
︺
石
丸
勝
一
資
料

石
丸
勝
一
資
料
は
︑
勝
一
の
青
年
期
に
あ
た
る
明
治
初
年
か
ら
死
去
す
る
大
正
十
一

年
︵
一
九
二
二
︶
に
わ
た
る
石
丸
勝
一
個
人
の
諸
活
動
に
よ
り
作
成
・
収
受
さ
れ
た
資

料
で
あ
る
︒
大
き
く
﹁
公
職
関
係
資
料
﹂︑﹁
団
体
関
係
資
料
﹂︑﹁
私
資
料
﹂
に
分
類
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹁
公
職
関
係
資
料
﹂
は
︑
勝
一
が
佐
賀
市
助
役
・
佐
賀
市
長
・
佐
賀
市
会
議
員
の
公
職

に
あ
っ
た
時
代
の
資
料
で
あ
る
︒
助
役
に
就
任
し
た
明
治
二
十
二
年
︵
一
八
八
九
︶
か

ら
三
期
目
市
長
を
退
任
し
た
明
治
四
十
二
年
︵
一
九
〇
九
︶
ま
で
の
二
十
年
間
に
作

成
・
収
受
さ
れ
て
い
る
︒
主
な
も
の
で
は
︑
佐
賀
市
の
予
算
書
︑
市
長
任
命
証
︑
市
会

議
員
・
県
会
議
員
・
国
会
議
員
よ
り
の
書
簡
︑
市
長
就
退
任
時
に
全
国
市
長
か
ら
届
い

た
祝
状
な
ど
が
あ
り
︑
当
時
の
佐
賀
市
政
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
︒

﹁
団
体
関
係
資
料
﹂
は
︑
勝
一
が
所
属
し
た
団
体
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
︒
明
治
九
年

︵
一
八
七
六
︶
の
﹁
松
風
社
﹂
へ
の
入
社
を
皮
切
り
に
︑
佐
賀
新
聞
社
や
多
く
の
銀
行
・

株
式
会
社
に
お
い
て
幹
部
や
役
員
を
務
め
て
い
る
︒
多
く
は
株
主
総
会
案
内
状
や
株
式

配
当
通
知
書
・
営
業
報
告
書
な
ど
で
あ
る
が
︑
中
に
は
金
銭
収
納
簿
や
資
産
書
な
ど
団

体
の
経
営
に
関
す
る
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
私
資
料
﹂
は
勝
一
の
私
生
活
に
お
い
て
作
成
・
収
受
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
︑
日
記
・

知
人
名
簿
・
私
信
な
ど
で
あ
る
︒
日
記
は
佐
賀
市
長
に
就
任
し
た
明
治
二
十
五
年
︵
一

八
九
二
︶
か
ら
死
去
す
る
大
正
十
一
年
︵
一
九
二
二
︶
の
う
ち
︑
約
二
十
年
分
が
残
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
日
の
天
気
︑
起
床
・
就
寝
時
間
︑
来
訪
者
と
訪
問
先
な
ど
が
詳
細
に

記
録
さ
れ
て
お
り
︑
勝
一
の
動
向
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
私
信
は
家

族
・
親
戚
と
の
や
り
取
り
や
趣
味
に
関
す
る
も
の
な
ど
多
彩
で
あ
る
︒
中
で
も
中
林
梧

竹
の
書
簡
は
二
十
一
通
残
さ
れ
て
お
り
︑
内
容
か
ら
勝
一
と
梧
竹
の
親
密
な
交
流
の
様

子
を
知
る
こ
と
が
で
き

(

)
る
︒

10

︹
Ｂ
︱
１
︱
２
︺
道
祖
元
石
丸
家
資
料

石
丸
家
は
明
治
二
十
五
年
︵
一
八
九
二
︶︑
佐
賀
市
長
就
任
の
年
に
佐
賀
市
道
祖
元
町

か
ら
同
市
赤
松
町
に
転
居
し
て
い
る
が
︑
こ
の
資
料
は
転
居
前
の
道
祖
元
町
石
丸
家
に

お
い
て
作
成
・
収
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
転
居
時
に
選
別
が
な
さ
れ
て
お
り
数
は
少

な
い
が
重
要
な
資
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
︒
内
容
と
し
て
は
大
き
く
﹁
石
丸
善
助
関

係
資
料
﹂
と
﹁
木
翠
関
係
資
料
﹂
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹁
石
丸
善
助
関
係
資
料
﹂
は
︑
勝
一
の
父
・
善
助
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
︒
石
丸
家
の

由
緒
に
関
す
る
も
の
と
︑
善
助
の
商
売
に
関
わ
る
証
文
や
覚
な
ど
か
ら
な
り
︑
幕
末
か

ら
明
治
初
期
の
資
料
が
多
い
︒

﹁
木
翠
関
係
資
料
﹂
は
︑
幕
末
の
石
丸
家
の
人
物
﹁
木
翠
﹂
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
︒

主
に
俳
諧
関
係
の
資
料
か
ら
な
っ
て
お
り
︑﹁
木
翠
﹂
は
俳
号
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

木
翠
が
石
丸
家
の
ど
の
人
物
で
あ
る
か
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
勝

一
の
兄
・
平
太
郎
で
あ
る
可
能
性
が
高

(

)
い
︒
木
翠
は
須
古
︵
現
・
佐
賀
県
白
石
町
︶
出

11

身
の
俳
人
・
太
平
窟
木

(

)
人
の
弟
子
で
あ
り
︑
資
料
に
は
木
人
や
同
門
の
俳
人
か
ら
送
ら

12

れ
た
俳
諧
︑
句
集
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
︒
佐
賀
の
俳
壇
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
で

あ
る
と
い
え
る
︒

︹
Ｂ
︱
１
︱
３
︺
赤
松
石
丸
家
資
料

赤
松
石
丸
家
資
料
は
︑
佐
賀
市
赤
松
町
の
石
丸
家
に
居
住
し
て
い
た
勝
一
の
妻
・
倉

佐賀市長・石丸勝一と北川家資料について

串 間 聖 剛

69



子
と
娘
・
秀
子
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
︒
石
丸
倉
子
は
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
の
生

ま
れ
で
あ
り
︑
勝
一
と
は
十
六
歳
の
年
齢
差
が
あ
る
︒
勝
一
と
の
結
婚
時
期
に
つ
い
て

は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
︒
倉
子
は
市
長
夫
人
と
し
て
愛
国
婦
人
会
な
ど
の
佐
賀

支
部
役
員
を
務
め
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る
書
類
が
多
く
み
ら
れ
る
︒

︹
Ｂ
︱
２
︺
楢
村
家
資
料

楢
村
家
資
料
は
︑﹁
蓮
池
楢
村
家
資
料
﹂
と
﹁
赤
松
楢
村
家
資
料
﹂
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
楢
村
家
は
勝
一
の
妹
・
松
子
と
娘
・
秀
子
が
嫁
い
だ
家
で
あ
り
︑
後
に
北

川
家
と
な
っ
た
家
で
あ
る
︒
楢
村
佐
代
吉
時
代
の
明
治
三
十
年
代
ま
で
は
神
埼
郡
蓮
池

村
に
あ
っ
た
︒
佐
代
吉
の
長
男
・
小
善
太
︵
秀
子
の
夫
︶
は
銀
行
員
と
し
て
川
崎
銀
行
・

東
洋
拓
殖
銀
行
な
ど
に
勤
務
し
︑
後
に
赤
松
の
楢
村
家
に
居
住
し
て
い
る
︒﹁
蓮
池
楢

村
家
資
料
﹂
に
は
︑
佐
代
吉
の
時
代
に
楢
村
家
が
営
ん
で
い
た
古
物
商
に
関
す
る
営
業

帳
や
楢
村
家
宛
の
書
簡
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
︒﹁
赤
松
楢
村
家
資
料
﹂
に
は
︑
楢
村
小

善
太
の
給
与
・
賞
与
の
通
知
状
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
小
善
太
の
経
歴
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
︒
点
数
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
平
成
三
年
︵
一
九
九
三
︶
当
時
に

は
移
管
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
︑
お
わ
り
に

以
上
︑
本
稿
で
は
前
回
に
引
き
続
き
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
の
北
川
家
資
料
整
理
に
よ

り
判
明
し
た
石
丸
勝
一
の
経
歴
及
び
︑
資
料
の
構
造
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
た
︒
石
丸

勝
一
の
経
歴
で
は
︑
勝
一
の
佐
賀
市
長
と
し
て
の
経
歴
の
ほ
か
︑
青
年
期
の
活
動
︑
実

業
家
・
文
化
人
と
し
て
の
側
面
ま
で
を
七
期
に
分
け
て
紹
介
を
行
っ
た
︒
ま
た
︑
資
料

の
構
造
に
つ
い
て
は
︑
発
生
の
契
機
・
内
容
・
伝
来
形
態
な
ど
を
基
に
分
類
を
行
っ
た

結
果
︑
幾
つ
か
の
異
な
る
性
質
を
も
っ
た
資
料
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒

今
後
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
に
よ
り
目
録
が
整
備
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
伊
藤
昭
弘
准
教
授
に
は
調

査
に
お
い
て
御
助
言
と
御
指
導
を
賜
っ
た
︒
ま
た
︑
図
書
館
サ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
る
大
石

知
已
︑
永
松
亨
︑
山
本
美
子
︑
箕
輪
薫
︑
平
川
由
佳
理
・
塩
山
十
百
実
各
氏
に
は
資
料

の
解
読
・
整
理
に
お
い
て
御
協
力
を
頂
い
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
佐
々
木
盛
行
﹁
元
佐
賀
市
長
・
石
丸
勝
一
と
願
正
寺
住
職
・
熊
谷
広
済
﹂︵﹃
中
林
梧
竹
﹄
西
日

本
文
化
協
会
︑
一
九
九
一
年
︶
三
○
五
～
三
○
九
頁

︵
２
︶﹃
嘉
永
七
年
寅
三
月

道
祖
元
町
竈
帳
﹄
に
﹁
煙
草
屋
其
外

四
十
四
才
石
丸
善
助
﹂
と
の
記
述

が
確
認
で
き
る
︒
三
好
不
二
雄
・
三
好
嘉
子
編
﹃
佐
賀
城
下
竈
帳
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九

九
○
年
︶
九
一
九
頁
に
翻
刻
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
３
︶
田
村
貞
雄
﹁
秋
月
の
乱
に
お
け
る
他
地
域
士
族
と
の
連
携
﹂︵﹃
福
岡
県
地
域
史
研
究
﹄
第
二
十

四
号
︑
二
○
○
七
年
︶
の
﹁
二

佐
賀
士
族
と
萩
の
前
原
と
の
事
前
協
議
﹂
に
お
い
て
︑
具
体

的
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
４
︶
弘
化
元
年
～
明
治
二
十
三
年
︒
佐
賀
藩
士
と
し
て
戊
辰
戦
争
に
参
加
し
︑
佐
賀
県
参
事
︑
水
戸

裁
判
所
長
な
ど
を
歴
任
し
た
︒
佐
賀
の
乱
後
に
帰
郷
し
松
風
社
を
起
こ
し
て
民
間
の
振
興
に
努

め
た
︒

︵
５
︶
嘉
永
五
年
～
明
治
九
年
︒
前
原
一
誠
の
三
弟
︑
萩
藩
校
明
倫
館
に
学
び
松
下
村
塾
で
経
史
を
講

じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
萩
の
乱
に
加
わ
り
斬
罪
と
な
っ
た
︒

︵
６
︶
嘉
永
四
年
～
大
正
四
年
︒
佐
賀
郡
諸
富
村
大
堂
生
ま
れ
︒
市
会
議
員
︑
県
会
議
員
を
経
て
︑
明

治
四
十
五
年
に
衆
議
院
議
員
と
な
る
︒
そ
の
他
︑
起
業
社
︑
佐
世
保
新
聞
社
な
ど
を
経
営
し
た
︒

︵
７
︶
天
保
十
年
～
明
治
四
十
四
年
︒
武
富
平
作
の
甥
︒
半
官
半
民
の
商
社
﹁
広
業
商
会
﹂
を
設
立
し
︑

中
国
向
け
に
昆
布
輸
出
を
行
っ
た
︒
後
に
釧
路
銀
行
を
創
設
し
た
︒

︵
８
︶
文
政
十
年
～
大
正
二
年
︒
号
は
梧
竹
︒
少
年
の
頃
か
ら
書
を
好
み
︑
若
く
し
て
江
戸
に
出
て
︑

山
内
雪
秀
や
市
河
米
庵
の
門
に
学
ん
だ
︒
明
治
十
五
年
︑
清
国
に
留
学
︒
同
三
十
年
に
北
京
大

学
翰
林
院
の
額
を
書
く
︒
晩
年
は
︑
三
日
月
村
に
﹁
梧
竹
村
荘
﹂
を
営
み
多
く
の
書
を
残
す
︒

︵
９
︶
拙
稿
﹁
北
川
家
資
料
調
査
に
つ
い
て
﹂
(﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀

要
﹄

第
四
号
︑
二
○
一
○
年
︶
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︵

︶
野
口
禎
子
﹁
新
発
見
の
中
林
梧
竹
書
簡
の
紹
介
﹂︵﹃
小
城
市
立
歴
史
資
料
館
・
小
城
市
立
中
林

10

梧
竹
記
念
館
調
査
研
究
報
告
書
﹄
第
四
集
︑
二
○
一
○
年
︶

︵

︶
石
丸
平
太
郎
は
嘉
永
七
年
の
﹃
道
祖
元
町
竈
帳
﹄
で
は
﹁
十
二
歳
﹂
で
記
載
が
あ
る
が
︑
明
治

11

七
年
の
﹁
戸
籍
届
﹂
で
は
名
前
が
見
ら
れ
な
い
︒
木
翠
の
追
善
句
集
﹁
木
々
の
葉
﹂
が
出
版
さ

れ
た
明
治
三
年
に
は
二
十
六
歳
で
あ
り
︑
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
石
丸
家
の
人
物
と
し
て
は
最

も
適
当
で
あ
る
︒

︵

︶
池
田
賢
士
郎
﹃
評
伝

鶴
田
淡
雪
﹄
評
伝
鶴
田
淡
雪
刊
行
会
︑
二
○
○
九
年
︶﹁
Ⅲ
淡
雪
と
俳
句

12

︵
二
︶
６
長
瓢
と
た
む
ざ
く
﹂
一
○
○
～
一
○
三
頁

︵
佐
賀
県
立
図
書
館
資
料
課
郷
土
調
査
担
当
︶
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調
査
報
告

石
橋
家
資
料
に
つ
い
て

本

田

佳

奈

川
久
保

美

紗

は
じ
め
に

佐
賀
県
立
図
書
館
で
は
平
成
二
〇
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
石
橋
家
資
料
の
整
理
を

お
こ
な
っ
た
︒
幕
末
期
に
活
躍
し
た
石
橋
三
右
衛
門
長
賢
︵
一
八
〇
八
～
七
九
︶
の
遺

し
た
記
録
類
は
︑
幕
末
佐
賀
藩
海
軍
伝
習
所
と
有
田
皿
山
窯
業
の
実
態
を
伝
え
る
好
史

料
と
し
て
一
部
の
研
究
者
に
は
知
ら
れ
て
き
た
も
の
の
︑
所
蔵
資
料
の
全
体
像
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
っ

(１
)

た
︒
今
回
の
調
査
で
は
上
記
資
料
を
含
む
三
八
七
七
点
以
上
の
所
蔵

資
料
の
調
査
・
整
理
・
仮
目
録
作
成
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
と
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
︒

こ
れ
ら
の
整
理
作
業
に
は
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
協
力
を
得

た
︒
な
お
資
料
公
開
に
つ
い
て
は
傷
み
や
虫
損
と
い
っ
た
保
存
状
態
を
考
慮
し
︑
原
本

の
閲
覧
は
現
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
い
予
定
で
あ
る
︒

一
︑
所
蔵
調
査
と
整
理
の
過
程

佐
賀
県
立
図
書
館
は
平
成
二
〇
年
一
〇
月
と
同
二
一
年
五
月
に
石
橋
家
に
お
け
る
資

料
の
保
管
状
況
を
調
査
・
確
認
し
た
︒
保
管
状
況
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
︒
保
管
場

所
は
母
屋
の
一
階
と
二
階
︑
離
れ
の
倉
庫
の
三
ヶ
所
で
あ
っ
た
︒
資
料
を
入
れ
た
段

ボ
ー
ル
箱
︑
書
箱
︑
鎧
櫃
︑
木
箱
︑
長
持
な
ど
の
容
器
一
二
点
が
確
認
さ
れ
た
︒
段
ボ
ー

ル
箱
以
外
す
べ
て
江
戸
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
弱
の
書
箱

︵
箱
４
・
５
︶
や
幅
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
長
持
な
ど
は
大
変
な
重
量
が
あ
る
︒
明
治
初

年
︑
石
橋
家
は
佐
賀
城
下
か
ら
現
在
の
居
住
地
で
あ
る
杵
島
郡
白
石
町
へ
転
居
し
て
い

る
が
︑
資
料
の
移
動
に
は
相
当
な
労
力
が
必
要
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
先
祖
伝
来
の

資
料
を
大
切
に
し
た
石
橋
家
の
人
々
の
思
い
が
偲
ば
れ
る
︒

母
屋
一
階
に
は
三
右
衛
門
に
関
す
る
文
書
類
︑
母
屋
二
階
に
は
漢
籍
・
和
書
な
ど
︑

離
れ
の
倉
庫
に
は
江
戸
時
代
の
書
状
類
︑
明
治
末
～
大
正
時
代
に
か
け
て
の
海
運
業
資

料
や
学
童
記
録
類
が
集
中
し
て
い
る
︒

白
石
町
に
居
を
移
し
て
以
来
︑
石
橋
家
に
よ
る
資
料
の
整
理
の
ほ
か
に
三
右
衛
門
に

関
す
る
外
部
か
ら
の
資
料
調
査
が
度
々
お
こ
な
わ
れ
︑
現
在
の
よ
う
な
保
管
状
況
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
か
で
も
鎧
櫃
︵
箱
９
・

︶
の
底
の
敷
紙
は
昭
和
一
〇
年
の
福
岡
日
日
新
聞
で
あ

10

る
︒
こ
の
こ
ろ
︑
当
主
の
長
次
氏
に
よ
っ
て
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
ま
た
長
持
︵
箱

︶
は
上
層
部
が
明
治
期
の
杵
島
郡
行
政
資
料
︑
下
層
部
が
江

11

戸
期
の
漢
籍
と
な
っ
て
お
り
︑
こ
ち
ら
も
ま
た
資
料
の
再
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
形
跡

が
あ
る
︒

佐
賀
県
立
図
書
館
で
は
こ
れ
ら
の
容
器
ご
と
に
仮
題
名
と
主
た
る
収
蔵
資
料
を
記
し

た
調
査
票
を
付
し
て
撮
影
し
︑
平
成
二
一
年
六
月
に
図
書
館
へ
搬
入
し
た
︒
館
内
で
は
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以
下
の
作
業
を
お
こ
な
っ

た
︒

①
容
器
ご
と
に
概
要
調
査

表
を
作
成
し
︑
容
器
に

収
納
さ
れ
た
資
料
の

﹁
か
た
ま
り
﹂
ご
と
に

枝
番
号
を
付
し
た
︒
枝

番
号
を
付
し
た
﹁
か
た

ま
り
﹂
は
︑
上
層
か
ら

一
点
ず
つ
番
号
を
付

し
︑
資
料
の
形
態
・
大

き
さ
・
日
付
・
内
容
な

ど
の
デ
ー
タ
を
入
力
し

仮
目
録
を
作
成
し
た
︒

デ
ー
タ
入
力
済
の
資
料

は
一
点
ご
と
に
整
理
用

紙
袋
に
入
れ
︑
保
存
用

段
ボ
ー
ル
箱
に
収
納
し

た
︒

②
刊
本
類
は
虫
食
い
に
よ

る
損
傷
が
著
し
く
︑
虫

干
し
作
業
を
お
こ
な
っ

た
︒
ま
た
継
ぎ
目
の
は

が
れ
た
書
状
類
は
継
ぎ

直
し
を
お
こ
な
っ
た
︒

二
︑
石
橋
家
に
つ
い
て
︱
二
人
の
三
右
衛
門
を
軸
と
し
て

石
橋
家
は
ど
の
よ
う
な
出
自
を
持
ち
︑
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
る
の
だ

ろ
う
か
︒﹃
清
和
源
氏
石
橋
家
族
譜
﹄﹃
石
橋
三
右
衛
門
長
賢
御
厚
恩
書
﹄﹃
系
図
﹄
な
ど

の
資
料
や
現
在
の
当
主
一
弘
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た

(２
)

い
︵
図

１
参
照
︶︒
ま
ず
石
橋
家
の
出
自
を
示
す
資
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑﹃
清
和
源
氏

石
橋
家
族
譜
﹄︵
以
下
﹃
族
譜
﹄︶
で
あ
る
︒
清
和
天
皇
を
頂
点
に
明
暦
年
間
ま
で
の
二

七
代
の
当
主
の
名
前
と
根
拠
地
や
歴
史
的
背
景
が
記
さ
れ
た
系
図
と
な
っ
て
い
る
︒
成

立
年
と
作
成
者
は
不
明
で
あ
る
が
︑
最
後
の
当
主
万
九
郎
に
つ
い
て
は
若
く
し
て
急
逝

し
た
旨
や
そ
の
職
歴
︑
碑
銘
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
は
万
九
郎
の

父
で
あ
る
三
右
衛
門
長
賢
が
嫡
男
の
死
後
に
﹃
族
譜
﹄
を
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
三
右
衛
門
長
賢
の
曾
孫
が
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
紹
介
し
た
幕
末
期
に
活
躍
す
る
三

右
衛
門
長
江
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
両
者
が
混
同
し
な
い
よ
う
︑
初
代
三
右
衛
門
︑
二
代

目
三
右
衛
門
と
表
記
し
た
い
︒

﹃
族
譜
﹄
に
よ
る
と
︑
石
橋
家
は
古
く
は
足
利
太
郎
家
氏
の
血
筋
を
受
け
て
お
り
︑
南

北
朝
動
乱
期
の
当
主
和
義
か
ら
初
め
て
石
橋
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
和
義
は
南

朝
の
足
利
忠
冬
に
属
し
て
転
戦
の
末
︑
肥
後
守
俊
之
に
従
っ
て
西
下
し
︑
佐
賀
に
定
住

化
し
た
と
さ
れ
る
︒
佐
賀
で
の
明
確
な
記
録
は
寛
文
年
間
の
平
野
村
︵
現
在
の
佐
賀
市

大
和
町
︶
に
始
ま
る
︒
こ
の
地
で
石
橋
家
は
清
兵
衛
︑
兵
右
衛
門
︑
清
左
衛
門
の
三
代
に

渡
っ
て
居
住
し
て
お
り
︑
清
左
衛
門
は
菩
提
寺
の
好
昌
院
に
堂
宇
と
仁
王
像
を
奉
納
し
︑

田
畑
を
寄
進
し
て
い
る
︒
当
時
の
石
橋
家
は
あ
る
程
度
の
余
財
を
有
す
る
家
へ
と
成
長

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

(３
)

る
︒
そ
の
後
清
左
衛
門
は
佐
賀
城
下
へ
と
転
居
し
て
い
る
︒
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2

2401

縁側

母屋

収容点数箱場 所 概 要収納器 サイズ（mm）

表１ 石橋家における資料の保管状況

6

1905

704

２階納戸

303仏間

250

10

1109

２階倉庫

508

707

200

13012

27011

1500

ダンボール箱 280×400×300

書状
初代三右衛門跡目相続資料
二代目三右衛門皿山代官資料

ダンボール箱 400×280×140

形 態

書箱 442×320×732

書籍 『日本外史』『勝茂公御年譜』『焼残反故』書箱 427×305×928

書籍 『小学句解』『論語』『歴史網鑑補』書箱 255×308×955

巻子 行列・料理献立・厨子・調度品・什器等床間の引戸棚 150×135×262

日記類・書状
二代目三右衛門資料（日記・御門出入他）
明治期資料（日記・海運業）

鎧櫃 380×420×510

書状・書類 明治期海運業関係（電報・計算書・修繕見積書）鎧櫃 370×370×500

書籍・書類 明治期学校・土地売買（地所質入・永代売渡証、書入証）書箱 430×370×225

書籍・新聞
『日本外史字類大全』『日本地誌略』
新聞記事スクラップ

書箱 225×290×731

書籍 刊本・和本

書類 明治期学習記録（小学校〜女学校）木箱 150×350×235

書籍・書類
刊本（蘭学、本草学、浄瑠璃）・明治期杵島郡行政（調書、
議案、決算書）

長持 590×500×1480

書状・書類 書状・覚・領収書ほか



こ
の
清
左
衛
門
の
孫
に
当
た
る
の
が
先
出
の
初
代
三
右
衛
門
で
あ
る
︒
初
代
三
右
衛

門
は
﹃
族
譜
﹄
の
ほ
か
に
平
野
村
時
代
の
話
や
自
身
の
半
生
を
ま
と
め
た
年
譜
﹃
石
橋

長
賢
御
高
恩
書
﹄︵
以
下
﹃
御
高
恩
書
﹄︶
を
遺
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
初
代
三

右
衛
門
は
一
五
才
の
御
初
見
以
来
三
〇
余
年
︑
御
絵
図
方
御
境
目
方
に
勤
め
た
︒
深

堀
・
三
重
・
大
村
領
境
や
千
栗
境
川
筋
境
︑
高
木
郡
東
神
代
と
諫
早
領
土
黒
村
の
境
︑

長
崎
戸
町
・
西
泊
番
所
境
な
ど
︑
他
藩
と
の
境
界
線
の
明
示
化
を
目
的
と
し
た
絵
図
の

作
成
に
従
事
し
た
︒
や
が
て
境
目
方
下
役
か
ら
下
目
付
役
へ
︑
さ
ら
に
は
三
九
才
で
附

役
へ
と
昇
進
す
る
と
︑
同
時
に
侍
格
と
切
米
二
〇
石
を
扶
持
さ
れ
た
︒
ま
た
五
九
才
で

足
軽
組
頭
と
な
り
︑
晩
年
に
は
切
米
四
〇
石
を
扶
持
さ
れ
る
ま
で
に
出
世
し
た
︒
喧
嘩

沙
汰
が
頻
発
し
︑
緊
張
度
の
高
い
領
界
問
題
を
抱
え
る
御
絵
図
方
御
境
目
方
に
お
い
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年 当主 居住地

貞和年中 和義・宣義親子 関東から肥前国へ移住
（1345～50）

寛文年間 清兵衛 佐賀郡平野村（現佐賀市大和町南部）
（1661～72）

兵右衛門

｜

清左衛門 佐嘉城下へ転居

｜

ニ右衛門

｜

明和５（1768）

｜ 川原小路（現佐賀市川原町）へ転居

万九郎（早世）

｜

三平

｜

四郎右衛門

｜

天保13（1842） 二代三右衛門 松原小路（現佐賀市松原 ）へ転居

｜

明治９（1876） 長
チョウ
藹
アイ

竜王村字深浦（現鹿島市白石町）へ転居

明治20（1887） ｜ 松原小路の屋敷を売却

長次

｜

一弘 現在にいたる

『清和源氏石橋家族譜』『系譜』そのほか石橋家資料より作成

佐賀城下唐人町（現佐賀市天神町）から
中佐賀郷愛敬嶋村（現佐賀市愛敬町）へ転居初代三右衛門

↓

↓

↓

↓

↓

↓
こ
の
間
不
明

図１ 石橋家系図と居住地の変遷



て
︑
初
代
三
右
衛
門
は
そ
の
重
責
に
値
す
る
に
優
れ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒︵
年
表
１
参
照
︶︒

初
代
三
右
衛
門
の
名
跡
を
受
け
つ
ぎ
︑
さ
ら
に
石
橋
家
の
家
格
を
上
げ
た
の
が
曾
孫

に
当
た
る
二
代
目
三
右
衛
門
長
江
で
あ
る
︒
長
崎
御
番
所
︑
三
重
津
海
軍
所
︑
有
田
皿

山
代
官
職
を
経
て
切
米
四
二
石
を
拝
領
し
︑
三
四
才
の
と
き
に
足
軽
組
頭
か
ら
手
明
鎚

組
頭
へ
と
昇
格
し
た
︵
年
表
２
参
照
︶︒
二
人
の
三
右
衛
門
が
出
世
す
る
に
従
っ
て
︑
石

橋
家
の
屋
敷
は
唐
人
町
か
ら
中
佐
賀
郡
愛
敬
嶋
村
︑
川
原
小
路
︑
松
原
小
路
と
︑
よ
り

城
に
近
い
上
級
武
士
の
居
住
地
へ
移
動
し
て
い

(４
)

る
︵
図
１
参
照
︶︒

明
治
維
新
後
︑
石
橋
家
は
藩
の
払
下
げ
地
で
あ
る
竜
王
村
字
深
浦
へ
移
転
し
︑
現
在

に
い
た
っ
て
い

(５
)

る
︒

三
︑
資
料
紹
介

整
理
の
結
果
︑
資
料
の
総
点
数
は
三
八
七
七
点
で
あ
っ
た
︒
ま
た
資
料
に
は
上
野
家

資
料
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
こ
れ
は
二
代
目
三
右
衛
門
の
二
男
助
作
が

上
野
家
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
︒
維
新
後
︑
石
橋
長
ち
ょ
う

藹あ
い

︵
兄
︶
と
上

野
助
作
︵
弟
︶
は
家
族
と
と
も
に
竜
王
村
の
払
い
下
げ
地
へ
入
植
し
た
︒
現
在
の
当
主

一
弘
氏
は
︑
後
年
上
野
家
が
転
出
し
た
際
に
︑
書
籍
類
を
預
か
っ
た
こ
と
を
父
長
次
氏

よ
り
伝
え
聞
い
て
い
る
︒
主
な
資
料
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

１
．
江
戸
中
期
～
幕
末
期
資
料
︵
約
一
七
一
〇
点
︶

︵
１
︶
初
代
三
右
衛
門
長
賢
資
料
︵
約
七
〇
点
︶

先
に
述
べ
た
﹃
族
譜
﹄
は
佐
賀
城
下
以
前
の
石
橋
家
の
来
歴
を
示
す
唯
一
の
資
料
で

あ
る
︒
ま
た
﹃
御
高
恩
書
﹄
に
は
早
世
し
た
父
二
右
衛
門
か
ら
二
才
で
家
督
を
継
ぎ
︑

親
族
や
継
父
の
援
助
に
よ
っ
て
成
人
し
た
過
程
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
江
戸
時
代
中
期

に
お
け
る
藩
士
の
家
督
相
続
の
あ
り
か
た
を
示
す
資
料
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
弘
道
館
の

役
職
に
あ
っ
た
息
子
万
九
郎
が
急
逝
し
た
際
︑
そ
の
碑
銘
を
作
成
し
た
の
は
弘
道
館
教

授
で
あ
る
古
賀
精
里
だ
っ
た
︵﹃
族
譜
﹄︶︒

︵
２
︶
二
代
目
三
右
衛
門
長
江
資
料
︵
約
一
六
四
二
点
︶

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
幕
末
期
の
三
重
津
海
軍
伝
習
所
や
皿
山
窯
業
の

実
態
を
伝
え
る
資
料
が
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
三
右
衛
門
は
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

役
職
に
あ
り
︑
佐
賀
・
長
崎
・
江
戸
・
大
坂
と
い
っ
た
地
で
役
職
に
あ
た
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
︒

①
長
崎
御
番
所
関
係
︵
嘉
永
元
～
文
治
元
年
︶

﹃
長
崎
御
番
所
詰
日
記
﹄︵
嘉
永
元
年
一
～
一
一
月
ま
で
の
公
務
日
誌
︶﹃
御
非
番
方
来

状
控
﹄︵
安
政
二
年
卯
三
月
︶﹃
御
非
番
方
御
達
書
其
他
控
﹄︵
卯
三
月
︶
な
ど
︒
そ
の

ほ
か
年
代
不
明
だ
が
滞
船
中
の
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
船
や
白
帆
船
に
関
す
る
書

状
・
口
達
覚
な
ど
三
〇
点
︒

②
大
阪
詰
時
代
︵
安
政
三
～
四
年
︶

﹃
大
坂
紀
行
﹄︵
安
政
三
～
四
年
の
日
記
︶
な
ど
︒

③
三
重
津
海
軍
訓
練
所
時
代
︵
安
政
六
年
︶

﹃
口
達
録
﹄﹃
御
屋
敷
御
門
出
入
刻
限
控
帳
﹄
な
ど
︒

④
江
戸
御
屋
敷
詰
時
代
︵
文
久
元
～
二
年
︶

﹃
桜
田
御
屋
敷
御
門
出
入
調
写
﹄︵
文
久
元
年
頃
︶﹃
御
門
出
入
控
﹄︵
文
久
二
年
一
一

～
一
二
月
︶
な
ど
︒

⑤
第
一
次
長
州
戦
争
︵
元
治
元
年
︶

軍
令
の
書
写
し
な
ど
︒
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1748〃 ５

①深堀・三重・大村論所の取り合いが起こる
②御絵図方御境目方役内下目付を仰せ付けられる

201750寛延３

『石橋長賢御厚恩書』より作成

年 西 暦 年 齢 職務の事柄・昇進・昇格

年表１ 初代三右衛門長賢

1743〃 ３

藩主宗教へ初御目見151744延享１

御絵図方御境目方下役を仰せ付けられる171746〃 ３

深堀・三重・大村領境目の論所地において「海上出入藻取ノ筋双方百姓大争論」がおこる。問題解決のため大村藩家老
へ使者が派遣され、清左衛門は見習いとして随行する

181747〃 ４

大川筋の「荒籠水刷」について、佐賀・久留米・田代の大庄屋ら證文を取り交わす19

1751宝暦１

佐賀郡唐人町に生まれる。名は清次郎11730享保15

父二右衛門死去21731〃 16

半元服131742寛保２

前髪を取り、名を清左衛門長賢と改める14

①日田代官が千栗境川を通船する際に立ち会う
②平戸領境目役近藤丈右衛門が佐賀城下へ罷り越す

261755〃 ５

藤津郡・大村領境の一本松倒木の件を決着する251754〃 ４

深堀・三重・大村領境目の論所地において、海山の境界線を決定する231752〃 ２

組年寄役を仰せ付けられ、一斗御加増される22

①高木郡東神代と諫早領土黒村境目の出入の場所を和談の末に差し分ける
②日田代官が千栗川境大川を通船する際、久留米側が境の杭木を抜く事件が起こる
③千栗川筋を絵師古賀字十と共に密々に歩き、絵図作成のための調査をする

291758〃 ８

久留米城下において番船から度々発砲され、通船差留となる271756〃 ６

1765〃 ２

長崎両番所の境目に杭木を立て、御番所絵図を作成の上深堀長崎請役所長崎御仕組所へ納める351764明和１

切米７石となる321761〃 11

①千栗川筋絵図を完成し、差上げる
②御城御境川取合がおこる
③佐賀郡川副郷大詫村と柳川領大野崎村の境木を植え立てる
③御境目方下目付を仰せ付けられる
④役米３石、飯米３石６斗を宛て行われる
⑤手明鑓に召し成される

301759〃 ９

①中佐賀郷愛敬嶋村へ引き移る
②三右衛門と改称する
③侍に召し成され、切米20石を拝領する
④御絵図方御境目方役に仰せ付けられる

391766〃 ５

長崎両番所絵図作成の功により切米を３石加増される36

1771〃 ８

御料にて深堀の論所において取り合いが起こる411770〃 ７

①深堀石村境において双方百姓の間で騒動が起こり、解決として絵図、證文、奥書を交換する
②御上下を拝領する

401767〃 ６

川原小路へ引き移る431772〃 ９

千栗川筋久留米領より仕向の儀に付度々検分をおこなう42

江戸桜田御屋敷詰
531861文久１

『系図』『屋敷御帳控』そのほか石橋家資料より作成

年 西 暦 年 齢 職務の事柄・昇進・昇格

年表２ 二代目三右衛門長江

1864文治１

切米42石（内役米７石）を拝領する481856安政３

大坂詰となる491857〃 ４

手明鑓組頭となる
長崎警備

511859〃 ６

1862〃 ２

生まれる11808文化５

足軽組頭となる 周防組に所属する341842天保13

長崎御番所詰
401848嘉永１

46

601868〃 ４
有田皿山代官

581866慶応２

第一次長州戦争に従軍561864元治１

54

病気療養のため竜王村から精（しらげ）へ転居681876明治９

松原小路から杵島郡竜王村へ転居明治初年

卒去711879〃 12
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図２ 石橋家系図



⑥
有
田
皿
山
代
官
︵
慶
応
二
～
四
年
︶

﹃
御
厨
軍
右
衛
門
書
状
﹄﹃
三
之
丸
御
小
姓
頭
書
状
﹄
な
ど
︒

⑦
日
記
︑
家
族
・
知
人
と
の
私
信
そ
の
他

草
場
佩
川
の
書
状
や
︑
佩
川
が
讃
を
添
え
た
三
右
衛
門
の
漢
詩
な
ど
が
あ
り
︑
両

者
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
な
お
江
戸
桜
田
・
溜
池
御
屋
敷
︑
長
崎

御
番
所
︑
三
重
津
海
軍
所
と
い
っ
た
明
確
な
地
名
に
欠
け
て
い
る
も
の
の
︑
御
門
出

入
り
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
資
料
が
約
七
〇
点
確
認
さ
れ
た
︒

２
．

明
治
～
昭
和
初
期
資
料
︵
約
五
一
〇
点
︶

①
杵
島
郡
内
の
行
政
資
料
・
土
地
売
買
資
料

②
海
運
業
資
料
︵
幸
光
丸
・
寿
丸
事
務
長
記
録
類
︶

③
家
政
資
料
︵
明
治
三
～
二
八
年
ま
で
の
日
記
書
簡
類
︑
学
童
・
女
学
校
記
録
︑
徴
税

記
録
な
ど
︶

３
．

典
籍
︵
約
六
〇
〇
点
︶

書
籍
は
資
料
全
体
の
六
分
の
一
を
占
め
て
い
る
︒﹃
直
茂
公
御
年
譜
﹄﹃
勝
茂
公
御
年

譜
﹄
と
い
っ
た
佐
賀
藩
士
と
し
て
の
基
礎
的
教
養
か
ら
歴
史
・
儒
学
・
武
術
・
礼
法
・

漢
詩
・
和
歌
・
俳
諧
と
︑
中
流
武
士
階
級
の
家
に
ふ
さ
わ
し
い
幅
の
広
い
文
化
教
養
本

が
揃
っ
て
い
る
︒
二
代
目
三
右
衛
門
が
江
戸
日
本
橋
や
大
阪
で
書
籍
を
購
入
し
た
記
録

も
残
っ
て
お
り
︑
代
々
に
渡
っ
て
書
籍
の
集
積
に
努
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お

石
橋
家
蔵
書
印
は
一
九
点
︑
上
野
家
蔵
書
印
は
二
五
点
確
認
さ
れ
た
︒
主
な
書
籍
名
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

①
漢
籍
・
和
漢
籍
・
和
本

︻
佐
賀
藩
士
の
基
礎
教
養
︼

﹃
直
茂
公
御
年
譜
﹄﹃
勝
茂
公
御
年
譜
﹄﹃
御
壁
書
﹄﹃
鍋
島
茂
里
﹄﹃
葉
隠
﹄

︻
幕
末
の
史
書
・
思
想
書
︼

﹃
日
本
外
史
﹄﹃
頼
山
陽
輿
地
封
建
ニ
略
論
﹄

︻
歴
史
物
語
・
軍
記
物
︼

﹃
真
書
太
閤
記
﹄﹃
真
田
三
代
実
録
﹄﹃
櫻
井
之
書
﹄﹃
焼
残
反
故
﹄﹃
英
彦
山
由
来
大
略
﹄

﹃
諫
早
実
録
﹄﹃
大
和
物
語
﹄

︻
儒
学
・
兵
法
書
︼

Ａ
．
朱
子
学
⁝
⁝
﹃
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
巻
﹄﹃
近
思
録
﹄﹃
孔
子
家
語
﹄﹃
集
義
和
書
﹄

Ｂ
．
孫
子
⁝
⁝
﹃
孫
子
﹄﹃
孫
子
抄
﹄

Ｃ
．
熊
沢
蕃
山
⁝
⁝
﹃
備
前
国
執
政
太
夫
熊
澤
先
生
傳
﹄﹃
集
義
和
書
﹄﹃
集
義
外
書
﹄

︻
武
術
・
礼
法
︼

﹃
古
今
鍛
冶
備
考
﹄﹃
宝
蔵
院
流
十
文
字
鑓
口
伝
書
﹄﹃
会
席
主
客
心
得
大
概
﹄﹃
茶
道

便
蒙
抄
﹄﹃
料
理
物
語
﹄

︻
漢
詩
・
和
歌
・
俳
諧
︼

﹃
日
本
名
家
詩
﹄﹃
日
本
名
家
詩
抄
﹄﹃
名
所
和
歌
集
抜
書
﹄﹃
花
供
養
﹄﹃
辛
酉
集
﹄﹃
詞

歌
集
﹄﹃
詩
法
入
門
﹄

︻
実
用
書
︼

﹃
一
覧
博
識
巻
﹄﹃
錦
嚢
智
術
全
書
抜
書
﹄﹃
諸
家
系
図
帳
﹄

②
本
草
学
・
医
学
関
係

﹃
医
療
手
引
草
﹄﹃
誠
求
集
﹄﹃
本
草
薬
名
備
考
﹄﹃
合
類
医
学
入
門
﹄
な
ど
︒

医
学
館
に
関
す
る
書
状
︵
断
簡
の
た
め
年
代
不
明
︶
や
薬
の
煎
じ
方
法
に
関
す
る
書
状

の
ほ
か
︑﹁
医
特
意
耳
思
慮
精
則
得
之
﹂
と
記
さ
れ
た
一
言
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
医
療

に
従
事
し
た
人
物
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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お
わ
り
に

石
橋
家
は
関
東
武
士
の
出
自
と
い
う
由
緒
を
以
っ
て
佐
賀
郡
平
野
村
に
そ
の
礎
を
置

き
︑
佐
賀
城
下
へ
移
っ
た
後
は
本
藩
に
仕
え
る
中
級
役
人
と
し
て
の
家
格
を
築
い
た
︒

そ
の
核
と
な
っ
た
の
が
絵
図
方
に
勤
め
た
初
代
三
右
衛
門
と
有
田
皿
山
代
官
を
勤
め
た

二
代
目
三
右
衛
門
で
あ
っ
た
︒
明
治
維
新
の
版
籍
奉
還
以
後
︑
石
橋
家
は
払
い
下
げ
地

で
あ
る
竜
王
村
に
お
い
て
︑
三
右
衛
門
の
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
海
運
会
社
や
満
州
鉄
道

関
連
会
社
で
の
勤
務
と
い
う
新
し
い
時
代
を
築
い
た
︒
今
回
の
三
八
〇
〇
点
余
り
の
資

料
調
査
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
石
橋
家
の
成
立
と
変
遷
を
含
む
全
体
像

が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
二
代
目
三
右
衛
門
の
関
係
資
料
は
一
六
〇
〇
点
を
超

え
る
︒
皿
山
代
官
そ
の
ほ
か
の
職
務
に
関
連
す
る
書
状
・
日
記
・
手
覚
類
に
記
載
さ
れ

た
人
名
・
役
所
名
・
内
容
の
分
析
を
行
う
こ
と
で
︑
幕
末
維
新
期
の
難
局
を
乗
り
切
る

べ
く
現
場
で
格
闘
し
た
中
級
役
人
た
ち
の
実
務
解
明
の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
石
橋
家
の
知
的
財
産
と
も
言
う
べ
き
六
〇
〇
点
も
の
典
籍
が
確
認
さ
れ
た
︒
石

橋
家
は
藩
校
弘
道
館
の
古
賀
精
里
や
草
場
佩
川
と
い
っ
た
佐
賀
藩
一
級
の
知
識
人
と
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
典
籍
は
一
つ
の
藩
士
の
家
に
育
ま

れ
た
知
的
環
境
を
探
り
得
る
好
資
料
群
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
佐
賀
藩
の
歴
史
︑
家
の
歴

史
を
語
る
貴
重
な
資
料
群
を
大
切
に
保
管
し
て
こ
ら
れ
た
石
橋
家
の
方
々
へ
敬
意
を
表

す
と
と
も
に
︑
本
館
の
調
査
に
御
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
石
橋
一
弘
夫
妻
に
感
謝
申
し

上
げ
た
い
︒
な
お
こ
の
調
査
は
本
館
の
資
料
課
郷
土
調
査
担
当
職
員
で
あ
る
石
橋
道

秀
︑
野
口
禎
子
︑
串
間
聖
剛
︑
川
久
保
美
紗
︑
本
田
佳
奈
を
中
心
に
お
こ
な
っ
た
も
の

で
あ
る
︒

謝

辞

佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
伊
藤
昭
弘
准
教
授
に
は
資
料
解
読
に

御
協
力
を
い
た
だ
い
た
︒
ま
た
図
書
館
サ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
る
永
松
亨
︑
山
本
美
子
︑
箕

輪
薫
︑
平
川
由
佳
理
各
氏
に
は
資
料
解
読
や
煩
雑
な
整
理
作
業
に
お
い
て
多
大
な
御
助

力
を
い
た
だ
い
た
︒
末
尾
な
が
ら
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
︒

︵
１
︶
石
橋
家
資
料
の
う
ち
三
重
津
海
軍
伝
習
所
に
関
す
る
﹃
海
軍
伝
習
付
着
到
﹄﹃
日
記
﹄﹃
口
達
録
﹄

な
ど
一
七
点
は
佐
野
常
民
記
念
館
︵
佐
賀
市
川
副
町
︶
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
多
久
島
澄

子
﹁
英
人
モ
ー
リ
ス
と
経
輪
舎
︹
四
︺﹂︵﹃
か
ら
す
ん
ま
く
ら
﹄
平
成
七
年
三
月
︶
に
は
安
政
六

年
﹃
口
達
録
﹄﹃
外
出
録
﹄
が
引
用
さ
れ
︑
石
丸
虎
五
郎
他
四
名
が
電
流
丸
で
の
訓
練
と
と
も
に

夜
は
通
詞
か
ら
英
語
を
学
ん
で
い
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
︒

有
田
皿
山
窯
業
の
資
料
に
つ
い
て
は
前
山
博
﹁
石
橋
代
官
資
料
に
つ
い
て
﹂︵﹃
鍋
島
藩
窯
と

そ
の
周
辺
﹄
伊
万
里
市
郷
土
研
究
会
編

昭
和
五
〇
年
︶
や
﹃
有
明
町
史
﹄︵
有
明
町
教
育
委
員

会

昭
和
四
四
年

一
七
一
～
一
七
三
頁
︶
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

︵
２
︶﹃
清
和
源
氏
石
橋
家
族
譜
﹄
に
つ
い
て
は
︑
本
館
へ
の
寄
贈
は
受
け
て
い
な
い
︒﹃
系
図
﹄
は
佐

賀
県
立
図
書
館
鍋
島
家
文
庫
︵
鍋

-

︶︒

211

12

︵
３
︶
瑠
璃
光
山
好
昌
院
︒
臨
済
宗
南
禅
寺
派
︒﹃
大
和
町
史
﹄
八
四
〇
頁
︒

︵
４
︶
唐
人
町
は
現
在
の
佐
賀
市
唐
人
一
～
二
丁
目
︑
中
佐
賀
郷
愛
敬
嶋
村
は
佐
賀
市
愛
敬
町
川
原
小

路
︑
松
原
小
路
は
同
市
松
原
一
～
二
丁
目
に
あ
た
る
︵﹃
佐
賀
県
の
地
名
﹄
平
凡
社

昭
和
五
五

年

一
七
六
・
一
八
〇
・
一
八
四
頁
︶︒

︵
５
︶
竜
王
村
は
現
在
の
杵
島
郡
白
石
町
の
一
部
︒

︵
佐
賀
県
立
図
書
館
資
料
課
郷
土
調
査
担
当
嘱
託
︶
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業
務
日
誌
︵
二
〇
〇
九
年
一
二
月
～
二
〇
一
〇
年
一
一
月
︶

二
〇
〇
九
年

一
二
月一

八
日

第
三
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

佐
賀

大
学
附
属
図
書
館
︶

高
崎
洋
三
︵
医
学
部
・
セ
ン
タ
ー
長
︶﹁
佐
賀
の
生
ん
だ
大
関
﹂

白
石
良
夫
︵
文
化
教
育
学
部
・
セ
ン
タ
ー
併
任
教
授
︶﹁
諏
訪
神
社

所
蔵
の
国
学
資
料
に
つ
い
て
﹂

二
〇
日

佐
賀
大
学
公
開
講
座
︵
セ
ン
タ
ー
企
画
︑
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴

史
館
と
の
連
携
事
業
︶﹁
佐
賀
学
の
ス
ス
メ
Ⅱ
﹂
１

伊
藤
昭
弘
︵
セ
ン
タ
ー
専
任
准
教
授
︶﹁
近
世
の
佐
賀
藩
﹂

二
一
日

山
本
家
文
書
調
査
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
69

二
〇
一
〇
年

一
月

一
五
日

第
三
回
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

二
四
日

公
開
講
座
２

長
野

暹
︵
佐
賀
大
学
名
誉
教
授
・
セ
ン
タ
ー
特
命
教
授
︶﹁
幕
末

佐
賀
の
科
学
技
術
﹂

二
二
日

第
四
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

佐
賀

大
学
附
属
図
書
館
︶

生
馬
寛
信
︵
文
化
教
育
学
部
・
セ
ン
タ
ー
併
任
教
授
︶﹁
他
国
者
が

見
た
幕
末
佐
賀
藩
の
教
育
﹂

中
尾
友
香
梨
︵
文
化
教
育
学
部
専
任
講
師
︶﹁
江
戸
時
代
の
文
人
と

明
清
楽
│
佐
賀
の
漢
学
者
武
富
以
南
を
中
心
に
﹂

二
月

二
一
日

公
開
講
座
３

青
木
歳
幸
︵
セ
ン
タ
ー
専
任
教
授
︶﹁
近
世
佐
賀
の
医
学
﹂

二
六
日

﹃﹁
史
料
保
存
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹄
刊
行

二
八
日

﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
﹄
第
四
号
刊
行

三
月

一
日

第
五
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

佐
賀

大
学
附
属
図
書
館
︶

重
藤
輝
行
︵
文
化
教
育
学
部
・
セ
ン
タ
ー
併
任
講
師
︶﹁
肥
前
西
部

地
域
に
お
け
る
前
期
・
中
期
古
墳
の
埋
葬
施
設
︱
古
墳
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
素
材
と
し
て
︱
﹂

鬼
嶋

淳
︵
文
化
教
育
学
部
・
セ
ン
タ
ー
併
任
講
師
︶﹁
朝
鮮
戦
争

下
に
お
け
る
日
赤
佐
賀
支
部
看
護
婦
︵
師
︶
の
動
員
﹂

一
〇
日

青
木
歳
幸
・
野
口
朋
隆
︵
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
博
士
研
究
員
︶・
田
久
保

佳
寛
︵
小
城
市
教
育
委
員
会
︶
編
﹃﹁
小
城
藩
日
記
﹂
に
み
る
近
世
佐

賀
医
学
・
洋
学
史
料
︿
後
編
﹀﹄
刊
行

二
一
日

世
界
遺
産
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
日
本
の
近
代
化
は
佐
賀
か
ら
始
ま
っ

た
﹂︵
セ
ン
タ
ー
・
佐
賀
県
・
佐
賀
市
・
佐
賀
県
教
育
委
員
会
・
佐
賀

市
教
育
委
員
会
共
催
︑
於

ア
バ
ン
セ
︶

三
一
日

第
四
回
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
︵
メ
ー
ル
会
議
︶

高
崎
洋
三
セ
ン
タ
ー
長
退
任

亀
井

森
教
務
補
佐
員
退
職
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四
月

一
日

半
田

駿
︵
農
学
部
教
授
︶
セ
ン
タ
ー
長
就
任

二
八
日

第
一
回
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

五
月

一
二
日

特
別
展
﹁
黄
檗
文
化
と
鹿
島
藩
﹂︵﹁
黄
檗
文
化
と
鹿
島
藩
﹂
実
行
委

員
会
主
催
︑
セ
ン
タ
ー
・
鹿
島
市
・
鹿
島
市
教
育
委
員
会
・
祐
徳
稲

荷
神
社
・
普
明
寺
・
福
源
寺
後
援
︶
開
催
︵
～
六
月
二
日
︑
於

祐

徳
博
物
館
︶

一
五
日

特
別
展
﹁
黄
檗
文
化
と
鹿
島
藩
﹂
記
念
講
演
会
︵
於

祐
徳
稲
荷
神

社
参
集
殿
︶

錦
織
亮
介
︵
北
九
州
大
学
名
誉
教
授
︶﹁
鹿
島
の
黄
檗
寺
院
と
美

術
﹂

井
上
敏
幸
︵
佐
賀
大
学
名
誉
教
授
・
セ
ン
タ
ー
特
命
教
授
︶﹁
黄
檗

僧
と
鹿
島
藩
の
人
々
﹂

一
八
日

セ
ン
タ
ー
外
部
評
価
委
員
会
ヒ
ア
リ
ン
グ

二
四
日

第
一
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

文
化

教
育
学
部
二
号
館
社
会
科
演
習
室
︶

青
木
歳
幸
﹁
曲
直
瀬
家
門
人
帳
と
肥
前
門
人
│
近
世
前
期
医
学
に

お
け
る
佐
賀
の
先
進
性
へ
の
問
題
提
起
﹂

野
口
朋
隆
﹁
龍
造
寺
氏
か
ら
鍋
島
氏
へ
の
政
権
交
代
│
佐
賀
藩
研

究
に
お
け
る
﹁
特
殊
性
﹂
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂

二
八
日

第
二
回
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

六
月

一
八
日

第
二
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

文
化

教
育
学
部
二
号
館
社
会
科
演
習
室
︶

山
崎

功
︵
文
化
教
育
学
部
准
教
授
︶﹁
人
物
か
ら
み
た
近
代
佐
賀

の
ア
ジ
ア
関
与
│
近
代
日
本
＝
ア
ジ
ア
関
係
史
の
視
点
か
ら
﹂

伊
藤
昭
弘
﹁﹁
武
藤
信
邦
一
代
大
略
記
﹂
に
つ
い
て
﹂

七
月

二
〇
日

セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
／
外
部
評
価
委
員
会
編
﹃
佐
賀
大
学
地
域
学

歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
部
評
価
報
告
書
﹄
刊
行

二
三
日

第
三
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

文
化

教
育
学
部
二
号
館
社
会
科
演
習
室
︶

重
藤
輝
行
﹁
肥
前
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
等
首
長
墓
の
動
向
︵
二
︶

│
古
墳
時
代
の
地
域
社
会
│
﹂

石
川
亮
太
︵
経
済
学
部
・
セ
ン
タ
ー
併
任
准
教
授
︶﹁
二
〇
世
紀
初

頭
︑
佐
賀
地
域
と
朝
鮮
半
島
│
経
済
関
係
を
中
心
に
﹂

九
月

四
日

第
三
回
地
域
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
地
域
学
と
歴
史
文
化
遺
産
│
地
域

と
大
学
│
﹂︵
セ
ン
タ
ー
・
佐
賀
学
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
共
催
︑
於

理
工
学
部
六
号
館
都
市
工
学
科
大
講
義
室
︶

基
調
講
演

村
上

隆
︵
京
都
国
立
博
物
館
保
存
修
理
指
導
室
長
・
セ
ン
タ
ー

特
命
教
授
︶﹁
地
域
と
歴
史
文
化
遺
産
│
世
界
遺
産
石
見
銀
山
遺

跡
か
ら
考
え
る
﹂

報
告伊

藤
昭
弘
﹁
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
事
業
と
歴
史
文

化
遺
産
﹂
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹁
地
域
歴
史
文
化
遺
産
の
保
存
と
活
用
│
地
域
と
大
学
│
﹂

一
〇
月

九
日

第
一
回
古
文
書
講
座
中
級
編
︵
セ
ン
タ
ー
・
佐
賀
県
立
図
書
館
共
催
︑

於

佐
賀
県
立
図
書
館
︶

一
五
日

第
四
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

附
属

図
書
館
︶

Z
o
n
ia

M
itch
e
ll︵
文
化
教
育
学
部
准
教
授
︶﹁
T
h
e
L
ife
a
n
d

L
e
g
a
cy
o
f
G
u
id
o
F
rid
o
lin
V
e
rb
e
ck
:
R
e
fle
ctio
n
s
o
n
a

R
e
se
a
rch
Jo
u
rn
e
y
﹂

白
石
良
夫
﹁
佐
賀
藩
和
学
年
表
の
構
想
﹂

二
二
日

特
別
展
﹁
小
城
の
教
育
と
地
域
社
会
﹂︵
セ
ン
タ
ー
・
小
城
市
教
育
委

員
会
共
催
︶
開
場
式
︵
於

小
城
市
立
歴
史
資
料
館
︶

特
別
展
図
録
﹃
小
城
の
教
育
と
地
域
社
会
﹄
刊
行

二
三
日

特
別
展
開
催
︵
～
一
一
月
二
一
日
︶

二
四
日

特
別
展
記
念
講
演
会
１
︵
於

小
城
市
立
歴
史
資
料
館
︶

生
馬
寛
信
︵
佐
賀
大
学
名
誉
教
授
・
セ
ン
タ
ー
特
命
教
授
︶﹁
佐
賀

県
の
教
育
と
小
城
﹂

三
〇
日

特
別
展
記
念
講
演
会
２
︵
於

小
城
市
立
歴
史
資
料
館
︶

野
口
朋
隆
﹁
小
城
藩
日
記
か
ら
み
る
興
譲
館
教
育
の
様
相
﹂

一
一
月

四
日

第
三
回
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

六
日

第
二
回
古
文
書
講
座
中
級
編

一
三
日

特
別
展
記
念
講
演
３
︵
於

小
城
市
立
歴
史
資
料
館
︶

高
山
節
也
︵
二
松
学
舎
大
学
教
授
︶﹁
小
城
鍋
島
文
庫
漢
籍
か
ら
み

る
興
譲
館
の
教
育
﹂

一
五
日

第
五
回
﹁
佐
賀
学
﹂
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会
︵
於

附
属

図
書
館
︶

山
本
長
次
︵
経
済
学
部
准
教
授
︶﹁
戦
間
期
に
お
け
る
佐
賀
経
済
と

中
央
の
大
資
本
と
の
関
係
﹂

中
尾
友
香
梨
﹁
歴
史
に
埋
も
れ
た
名
医
│
徳
永
雨
卿
﹂
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投
稿
規
定

※
現
段
階
︵
二
〇
一
一
年
一
月
七
日
︶
で
︑
第
六
号
の
刊
行
に
つ
い
て
は
未
定
で
す
︒

投
稿
を
検
討
さ
れ
る
方
は
︑
ま
ず
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

︵
１
)﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
へ
投
稿
で
き
る
原
稿
の
内

容
は
︑
佐
賀
の
地
域
的
特
性
と
普
遍
性
を
解
明
し
う
る
も
の
及
び
地
域
学
創
出

に
関
わ
る
問
題
提
起
等
と
し
ま
す
︒

︵
２
)
投
稿
原
稿
の
枚
数
は
︑
い
ず
れ
も
和
文
で
左
記
を
基
準
と
し
ま
す
︒
な
お
︑
分
割

掲
載
可
の
場
合
の
上
限
も
同
様
と
し
ま
す
︒

論
文
︵
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
八
〇
枚
以
内
︑
図
・
表
・
註
を
含
む
︶︑
研
究
ノ
ー

ト
︵
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
三
〇
枚
程
度
︶︒
史
料
紹
介
︑
史
料
翻
刻
は
別
途

考
慮
す
る
︒

︵
３
)
論
文
及
び
研
究
ノ
ー
ト
を
投
稿
の
際
は
︑
必
ず
和
文
要
旨
︵
八
〇
〇
字
以
内
︶
及

び
英
文
タ
イ
ト
ル
︑
ロ
ー
マ
字
著
者
名
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
︒

︵
４
)
投
稿
す
る
者
は
︑
論
文
等
を
指
定
の
締
め
切
り
︵
二
〇
一
一
年
度
は
七
月
三
一

日
︶
ま
で
に
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

︵
５
)
投
稿
さ
れ
た
原
稿
の
採
否
は
︑
本
セ
ン
タ
ー
教
員
と
所
外
の
委
託
さ
れ
た
研
究

者
に
よ
る
編
集
委
員
会
で
審
査
し
︑
可
能
な
限
り
三
ヶ
月
以
内
に
結
果
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
︒

︵
６
)
投
稿
さ
れ
る
原
稿
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
︒
定
期
刊
行
物
︵
学
術
雑
誌
︑

大
学
・
研
究
所
紀
要
な
ど
︶
等
に
投
稿
中
の
論
文
は
本
誌
に
投
稿
で
き
ま
せ
ん
︒

但
し
︑
学
会
発
表
抄
録
や
科
研
費
の
研
究
報
告
書
な
ど
は
そ
の
限
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒

︵
７
)
投
稿
原
稿
は
︑
執
筆
要
項
の
留
意
事
項
に
そ
っ
て
作
成
し
た
原
稿
の
正
本
一
部
と

副
本
︵
コ
ピ
ー
︶
二
部
を
本
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒
採
択
後
︑
そ
の

電
子
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
媒
体
︵
Ｃ
Ｄ
︑
フ
ロ
ッ
ピ
ー
等
︶
で
提
出
お
願
い

し
ま
す
︒
な
お
副
本
は
返
却
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
︵
審
査
の
た
め
︶︒

︵
８
)
掲
載
原
稿
の
転
載
は
︑
原
則
と
し
て
一
年
間
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
転
載

に
あ
た
っ
て
は
︑
必
ず
本
セ
ン
タ
ー
の
承
諾
を
得
て
く
だ
さ
い
︒

︵
９
)
投
稿
者
は
︑
本
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
が
︑
本
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.ch
iik
ig
a
k
u
.sa
g
a
-
u
.a
c.jp
/︶
及
び
附
属
図
書
館
︑
総
合
情
報
基

盤
セ
ン
タ
ー
ほ
か
︑
各
種
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
し

た
も
の
と
し
ま
す
︒

執
筆
の
留
意
事
項

一
︑
本
文
は
︑
Ａ
４
版
縦
組
︑
一
頁
二
四
行
×
三
三
字
二
段
組
＝
一
五
八
四
字
と
し
て

い
ま
す
︒
図
表
の
頁
数
換
算
も
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒

二
︑
原
稿
は
一
ま
す
一
字
で
︑
縦
書
・
楷
書
で
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
︒
ワ
ー
プ
ロ
原
稿

の
場
合
は
四
〇
字
×
三
〇
行
︑
縦
書
で
お
願
い
し
ま
す
︒

三
︑
文
献
・
数
字
の
表
記
は
︑
各
分
野
で
の
習
慣
も
あ
り
ま
す
が
︑
基
本
的
に
は
次
の

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
︒

︵
１
︶
本
文
は
﹁
で
あ
る
﹂
調
︑
講
演
記
録
は
﹁
で
す
ま
す
﹂
調
を
原
則
と
し
て
い
ま

す
︒

︵
２
︶
本
文
へ
の
引
用
論
文
・
個
々
史
料
名
は
﹁
﹂︑
刊
本
・
史
料
集
は
﹃
﹄︑
和
年
号

に
対
す
る
西
暦
・
歴
史
地
名
の
現
市
町
村
名
な
ど
は
︵
︶︑
外
国
文
献
の
場
合

は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
表
記
し
ま
す
︒

︵
３
︶
注
記
は
︑
本
文
中
該
当
箇
所
に
︵
１
︶
な
ど
と
傍
注
し
︑
論
文
末
尾
に
列
記
し

ま
す
︒

︵
４
︶
原
則
と
し
て
漢
数
字
の
〇
︑
一
︑
二
を
用
い
︑
十
・
百
・
千
は
用
い
ま
せ
ん
︒

但
し
︑
桁
数
が
大
き
い
万
・
億
は
使
用
し
︑
一
二
億
三
四
五
六
万
七
八
九
〇
人

と
い
う
よ
う
に
使
用
し
ま
す
︒

︵
５
︶
表
・
図
に
お
い
て
は
︑
横
書
き
︑
算
用
数
字
を
原
則
と
し
ま
す
︒

四
︑
基
本
的
な
表
記
に
つ
い
て
は
︑
既
刊
号
の
各
文
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
︒
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研 究

築地反射炉跡での電磁気探査

半田 駿・平山明日香・中田文雄・吉田雄司・板井秀典

要約：幕末に佐賀藩が建築した築地反射炉跡の位置を明らかにするために、その存在が有力視されている日新

小学校敷地内で、地中レーダ、高周波CSMT、VLF-MTの電磁波探査、電気探査、及び磁気探査を実施した。

直線上に連なる強い反射波形が地中レーダ探査から得られ、発掘からその一部は水路跡であることが明らか

になった。また、磁気探査から４か所で遺物または遺構の可能性が強いことが分かった。これは、反射炉遺構

では磁気探査が有効であることを示唆するものである。

１．は じ め に

江戸時代末期（幕末）に佐賀藩は高性能な大砲鋳造を目的として、反射炉の建設を計画した。1850年、日本

で最初に建設されたのが築地反射炉であり、３年後、その技術を基にして次の多布施反射炉が、多布施川沿い

の伊勢町に造られた（例えば；長野，2000）。多布施反射炉跡の概略位置は、大正時代の発掘により明らかなの

に対して、築地反射炉跡は同長瀬町の日新小学校近くにあるといわれているものの、正確な位置はまだ不明で

ある。

我々は多布施反射炉跡地で、大正期の発掘で撤去された反射炉の遺構の一部がまだ残っていないかを確認す

るため、地中レーダ探査を実施した（半田・中田，2008）。その結果、反射炉跡地であると思われる、やや弱い

が連続した広がりを持つ反射波が検出された。これは反射炉跡の締め固められた層であると推定される。ま

た探査域内から、後世の反射炉のスケッチとほぼ合致する、直線上に位置する水路跡と思える強い反射波も検

出された。

ところで、北部九州の近代化産業遺産群を世界遺産に登録しようという運動が進んでいる。佐賀県でのこの

候補になる遺跡は、三重津海軍所、精錬方、及び上述の多布施、築地反射炉である。特に両反射炉は、世界遺

産選定の大きな要素の一つである、西洋の技術が在来のそれとどう関わり合って、変貌していったのかを示す

格好の対象であり、この点から日本最初の反射炉であるにもかかわらず、位置が不明である築地反射炉跡の所

在確認が強く求められている。そこで、ここでも多布施反射炉と同様に地中レーダ探査を計画した。また、同

時に高周波CSMT、VLF-MT探査を実施したところ、極端な低比抵抗域が検出された。これらの原因を特定

するため、磁気探査及び小規模電気探査も実施した。本論文ではこれらの結果について述べる。

２．探 査 地 点

図１に探査地点、及び多布施反射炉跡の位置を示す。多布施反射炉が多布施川流域にあるのと同様、ここで

も天祐寺川が近くを大きく蛇行して流れており、当時の反射炉建設にとって河川の存在が重要であったことが
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推測される。図２に、築地反射炉跡があると考

えられている日新小学校の校舎配置図を示す。

築地反射炉も多布施反射炉同様、後世の建築物

配置図及び見取り図があり、それには中央部に

細い水路が描かれている。一般に水路は長い

ことと、当時の地表から掘り込んでいるため、

後世の建物の建造等でも破壊されず一部は

残っている可能性が高く、調査で検出される可

能性が高い。図２のように学校の北東部に天

祐寺川からの水路があり、現在は北に迂回して

いるが以前は直線上に学校内を通っていたこ

と、ここが現在駐車場となっており比較的探査

が容易であることから、図の区域を探査域とした。

３．探 査 結 果

3.1 地中レーダ

地中レーダ探査は、2008年12月13日に図２で示す探査域の北部で実施した。レーダ探査測線（図３）は南北

測線を基本とし、測線間隔は2mとした。ただし遺跡が存在する可能性が高いと思われる中央部（測線番号
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図２ 築地反射炉跡があるとされる日新小学校の校舎配置

及び探査域，やや濃い部分は水路を示す．細線部は

地中レーダ探査域．黒丸は磁気探査測点．星印は

CSMT探査用アンテナ設置点



N14〜20）では1m間隔とした。測線長の合計

は831mである。使用した機器は光電製作所製

GPR-10C型機、中心周波数は350MHzであり、

その他の実施要領は多布施反射炉跡の探査と

同じである（半田・中田，2008）。

図４にN3、20、24の３測線でのレーダ画像

を示す。各画像の縦軸は比誘電率を10とした

時の深度であり、横軸は水平距離で、原点は

N1〜16測線の南端である。図には示さなかっ

た測線も含めて、ほぼ全ての画像中央部である

15m付近に強い反射波が見られる。また、ここ

を境として北では反射面最深部は約1mである

のに対し、南側では約2m程度と深くなる。図

５は、このレーダ画像での反射波の最下部から反射基盤深度を推定したものである。ただし、強い反射の場合

は、多重反射により見かけ上深部からの反射波が現れる。図はこれらを考慮していないので、必ずしも基盤深

度を示すのではなく、強い反射物体の存在あるいは基盤深度の目安を示すと考えるべきであるが、この図から

も、探査北域が浅く南で深くなることが分かる。また、上記15m付近の強い反射は天祐寺川からの水路の延長

上にあり、東西に連続していることから、少なくともその一部は水路と考えられる。

3.2 MT探査

地中レーダ探査と同時に、VLF-MT

探査（テラテクニカ製、使用周波数は、

えびの局からの22.2kHz）及び高周波

CSMT探査（板井ほか，2005）を実施し

た。図６にVLF-MT測定点を四角で、

高周波 CSMT 測線を太線で示す。

VLF-MT探査での電場成分の電極間隔

と方向は、測定点を中心として東西10m

である。高周波CSMTの送信点は、図

２の星印で示した。測点間隔、電極間隔

はどちらも2mで、電極は南北方向（送

信方向に直角）とした。使用周波数は、

2k〜150kHzである。なお、VLF-MT測

点名の後の括弧内の数値は、得られた見
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図３ レーダ探査測線及び測線番号．黒丸は電線，排水

溝等のマンホールの位置．左下の影の部分は校舎



掛比抵抗値（Ωm）である。

図７は高周波CSMT探査のCS1測線

での見掛比抵抗疑似断面である。図で

は、見掛比抵抗値（対数値で表示）は、

寒色系で低く、赤色になるほど高くなる

疑似カラーで示した。縦軸は周波数であ

り、横軸は水平距離である。CSMT探査

では周波数が低くなるほど電波は深部ま

で到達するため、この図は縦軸に周波数

を用いているが、上記の理由から擬似的

に深度を示していることになる。レーダ

探査結果から水路と推定される場所付近

では、やや高比抵抗値となっているが、特に顕著なのは、測線の南側に青色で示される見掛比抵抗の低い領域

（10Ωm以下、図では対数なので１以下）が存在することである。この低比抵抗域は、図６の濃い太線で示す

ように、CS2及びCS4測線でも見られる。VLF-MT観測でも、V11測点で1.3Ωｍと低い値が得られることか

ら、その存在は確かであると思える。この低比抵抗は、探査域が反射炉跡地である可能性を考えると、金属類

を含む層の存在を示唆すると考えるのが自然である。
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図６ 高周波CSMT測線（太線），VLF-MT測点（四角），及び小規模電

気探査（○）測点．やや黒い影の部分は水路．濃い太線は，低い

見掛比抵抗が観測された区間．VLF-MT測点名の後の括弧内は

観測された見掛比抵抗値を示す



3.3 小規模電気探査

高周波 CSMT法では、送信電波の最大周波数は

150kHzである。予想される幕末時の地表面は1m程

度の深度であると考えられるので、この周波数帯域で

浅部の詳細な比抵抗構造を得ることは困難である。

そこで、MT探査で検出された低比抵抗域と、それ以

外での比抵抗構造の違いを明らかにするために、2009

年７月に小規模電気探査（電極間隔の最大値は5m、

電極方向は東西）を低比抵抗域内のDC2、及びそれか

ら外れているDC1の２カ所（図６の○）で実施した。

表１に電気探査データから得られた比抵抗モデル

を示す。両地点ともに表層の深度0.4〜0.6mで比抵

抗がやや高く、その下に30〜50Ωmの比抵抗層が存

在する。両者で大きく異なるのは、DC2地点では1.

7mより深部に10Ωmの低比抵抗層が存在するのに対

し、DC1地点ではこの層がないことである。この層は

おそらく帯水層であり、高周波CSMT、VLF-MT観

測での見掛比抵抗低下は金属類ではなく、この帯水層

によって生じた可能性が高い。
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3.4 磁気探査

MT探査では一見金属の存在が示唆される結果が得られた。上記のように、電気探査の結果も考慮すると、

金属を含む層ではないようであるが、これら低比抵抗値が観測された小学校玄関前の円形花壇を中心とした区

域で、プロトン磁力計（国際電子製HPM-555、感度0.1nT）による磁気探査を2009年６月に実施した。図８に

測点分布を示す。測線N1〜3では測点間隔は1m、他は

2mである。測定はセンサー高2.45mで行い、基本的に

は１点で５回測定し平均値を得た。

図９は測定結果から得られた磁気異常図である。暖

色系が正の磁気異常を、寒色系が負の磁気異常を示して

いる。ただし、標準磁気は全測定値の平均値47868nTと

した。また、測線間隔が4mの場合、両隣のデータから

補間して連続となるようにした。図で示すように、ここ

での全磁力標準値の１割以上（4000nT）に及ぶ大きな

磁気異常が探査区域、特に円形花壇周辺及びその南側の
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図９ 磁気異常図．ABは磁気異常モデル計算に用いた測線

図10 帯磁層モデル．Oはx軸の原点，dは層端

の傾斜角，hは帯磁層の上端から観測点ま

での高さ，Lは帯磁層の厚さ



校庭で見られる。一方、地中レーダ探査を実施した探査域の北側ではほぼ一様な値となり、南側のような顕著

な磁気異常は存在しない。なお、校舎近くの大きな正の磁気異常は人工的なものである。このように校舎は測

定に大きな障害となるが、ここでの磁気異常値が大きいため、例えば北部の比較的平坦な値分布が示すよう

に、その影響は校舎から離れると相対的には小さくなると考えられる。

４．磁 性 体 モ デ ル

地下の磁気異常の分布状況を推定するために、モデル計算を実施した。ただし、図９の磁気異常図全体を対

象とするのは計算量が多くなるため、特に大きな正異常値が見られるS4測線及びその北延長を対象とした（図

９のAB）。計算では図10のような帯磁層（ただし、図には南部分だけを示す）の境界が南北にあるモデルを仮

定した。図10のx軸に沿って磁気構造が作る全磁力異常（ΔT）は、Grant and West（1965）によると、

ΔT＝2κT（1−cos2i・cos2λ）�sin d・cos(d−2β）1n �
(x,L cot d)2+(h+L)2

x
2+h2 �

1/2

+sin d・sin(d−2β)rtan-1
x,L cot d

h+L
+ tan-1

x

h ��

ただし、β＝ tan-1(tan i/sinλ)

と表せる（詳細は半田ほか（1989）を参照）。κは帯磁率、T、iはそれぞれ地磁気の全磁力、伏角で、ここでは

47868nT、47°20′とする。λは構造の走行で、90°と仮定した。dは層端の傾斜角、hは帯磁層の上端から観測

点（センサー）までの高さ、Lは帯磁層の厚さであり、これらの値はモデル計算時に変化させた。
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図11 帯磁層の上端から観測点までの高さhを変化させたときの

磁気異常の変化．Obsは観測値．帯磁層の南北幅は6m，傾
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図11は、hを、2.5（センサー高が2.45mであるので、帯磁層上面はほぼ地表面に一致）、3、5、10mとしたと

きの計算値と、観測値（Obs）を比較したものである。高さhが大きくなるほど磁場変化は平坦となる。観測

された正異常の狭い幅を説明するためには観測点が帯磁層に近いことが必要であり、帯磁層上面が地表近くに

ある2.5〜3mが適当であることが分かる。また同様の理由から、帯磁層の南北の幅は6mが最適である。さら

に、このモデルで必ずしもうまく表現されているとはいえないが、x=0と20m付近の負の異常を説明するため

には、南北ともに傾斜角dは約70°が必要である。このことを考慮して、図11、12は、幅と傾斜角をそれぞれ

6m、 70°に固定して計算した結果を示している。

図中の矢印は帯磁層の位置を示している。よく知られていることであるが、帯磁層の位置と磁気異常の最

大、最小値の生じる位置とは必ずしも一致しない。

図12では磁性体の厚さ（L）を変化させた時の磁気異常分布を示した。ただし、すべてのモデルで正の磁気

異常のピークが同じになるように2κT、つまり帯磁率の値を変化させた。この場合も、厚さが増加するほど変

化は平坦になる傾向を示す。南側の変化を重視すると、比較的観測値に合うのはL=1mとなるが、hほど結果

はパラメータに敏感ではないため、このモデルからは正確な層厚を求めるのは困難である。

これらの結果から、ABでは南北幅6m程の帯磁層が地表近くに存在するモデルが測定値を最もよく表現し

ている。この時、2κT=23000となるが、この値は、例えば島原半島、千々石断層の磁気異常で使用した2κ

T=1000〜1800（半田ほか、1989）より１桁程大きくなる。この比較的大きな帯磁率、及び浅い埋設深度から、

この帯磁層は築地反射炉に関係する、例えば鉄滓、鉄が付着した反射炉面材等の破片が含まれている層である

と考えられる。
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図12 帯磁層の厚さLを変化させたときの磁気異常の変化．Obs

は観測値．帯磁層の南北幅は6m，傾斜角は70°に固定．両

矢印は帯磁層の位置．観測値のエラーバーは±1S.D．



５．探 査 か ら 推 定 さ れ る 遺 構 、 遺 物 等 の 位 置

図13に、今回の地中レーダ及び磁気探査結果で明らかになった遺物の可能性の高い箇所を、それぞれ四角

（C、D、E）及び楕円（F、G、H、K）で示す。佐賀市教育委員会は、2009年12月末から翌１月始めに、地中レー

ダ探査域に相当する部分のほぼ全域、および円形花壇東部の発掘を行っている。文書報告はまだ得ていない

が、これらの結果を参考にして今回の探査結果について考察したい。

地中レーダ反射像で特徴的なのは、測線距離15m付近での連続して存在する強い反射波である（図４、５）。

この反射波は、N16測線より西部ではCとEの２本に分かれるように見える。発掘結果によれば、図13のCま

たはE域で、幕末の水路跡が存在するが、これに連なる東部のD域では見つかっていない。これは、ここには

以前小学校の校舎があり、幕末の地表面が東ほど高くなっているため、水路が存在したとしても東側では校舎

建設時に剥離されている可能性が高いからである（佐賀市教育委員会、私信）。

ところで、レーダ反射波では西部、東部いずれも同じような構造に見える。ここでは深部には砂層があり、

Dの南で浅くなり、D付近で再び深くなっているらしい。レーダ波がこの砂層表面の急変部で強く反射された
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図13 地中レーダ探査（C，D，E），磁気探査（F，G，H，K）から推定される主

要な遺構，遺物等の位置．Fについては，磁気異常モデル計算から推定し

た鉛直断面図も示した



とも考えられるが、この点については、発掘報告書の刊行を待ちたい。

磁気探査データを用いたモデリングを、図９、13のABで実施した。その結果、大きな帯磁率を持つ長さ6m

の領域が、地表近くから存在する可能性が高いことが明らかになった。この帯磁層の位置は、勾配が70°であ

ることを考慮し、また層厚は1mとして、図13のFの横の長方形で囲った部分に示した。図11、12に示したよう

に、帯磁層は一般的には磁気異常の最大、または最小の直下にはない。図９の磁気異常図で、暖色系の箇所が

F以外にもあるが、上記、及び北半球では帯磁層による磁気異常はその北側で負に、南側で正になることを考

慮すると、この条件を満す異常域はF以外にもG、H、Kの３箇所あり、ここに帯磁した遺物あるいは遺構が存

在する可能性が高い。

６．お わ り に

幕末に佐賀藩が建築した築地反射炉跡の位置を明らかにするために、その存在が有力視されている日新小学

校敷地内で、地中レーダ、高周波CSMT、VLF-MTの電磁波探査、電気探査、及び磁気探査を実施した。直線

上に連なる顕著な反射波形が、地中レーダ探査から得られた。その一部は水路跡であるが、他の波形は地下の

砂層による可能性も否定できない。しかし、砂層の分布が偶然、直線状であった可能性もあるが、何らかの形

で遺構を反映している可能性も捨てきれない。この点は今後の検討に待ちたい。

調査対象が鉄を多量に含む反射炉遺構であることから、磁気探査が有効であることが確認できた。磁気探査

では、帯磁した建築物等のノイズの影響を強く受けるが、今回の場合は非常に強い磁気異常であるため、建築

物の近傍を除くと、それらの影響は比較的小さい。2010年８月には花壇東で発掘がなされ、大型の鉄滓等の

入った廃棄土坑が見つかっているが、反射炉本体はまだ発見されていない（佐賀市教育委員会、私信）。今回の

磁気探査で、遺物または遺構の可能性が４か所存在することが明らかになり、特に最南部のGは未調査区間で

ある。今後、特に南部のGを中心として反射炉本体の位置を絞り込む調査を実施していきたい。
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