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松
江
開
府
四
0
0
年
を
悪
し
て
、
平
成
十
九
径
か
ら
五
ケ
年
に
わ
た
っ
て
「
開
府

四
0
0
年
祭
」
を
実
施
し
て
い
る
松
江
市
で
は
市
内
各
地
区
で
地
域
の
歴
史
や
伝
承

町
並
な
ど
を
あ
ら
た
め
て
見
直
す
活
動
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
の
歴
史
学
研
究
は
、
近
午
大
き
く
進
展
い
た
し
ま
し
た
。

堀
尾
氏
に
ょ
っ
て
城
下
町
松
江
が
誕
生
し
て
四
0
0
年
を
迎
え
る
松
江
市
は
、
近
年
の

歴
史
学
研
究
の
成
果
を
士
台
に
し
、
松
江
市
民
の
歴
史
を
学
ぶ
活
動
を
支
え
と
し
な
が
ら
、

新
『
松
江
市
史
』
の
河
1
業
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

合
併
後
の
新
た
な
松
江
市
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
未
来
へ
の
展
望
を
見
出
す
契
機
と
し

て
実
施
t
る
も
の
で
す
。

十
ケ
年
を
要
し
て
、
史
料
編
十
一
巻
、
通
史
編
五
巻
別
編
三
巻
の
全
十
九
巻
の
完
成

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
四
1
業
の
過
程
で
実
施
す
る
史
料
調
査
活
動
研
究
成
果
を
報
告
し
よ
う
と

す
る
の
が
、
「
市
史
研
究
」
で
t
。

今
回
の
盲
ぢ
で
は
、
狸
事
業
開
始
に
あ
た
り
、
狸
の
音
美
我
と
目
的
を
編
集
委
員
長

が
ま
と
め
、
各
委
員
の
研
究
報
告
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

明
治
初
期
の
一
地
方
都
市
で
あ
る
松
江
初
代
市
長
福
岡
世
徳
が
、
地
域
発
展
の
た
め
奔

走
す
る
実
態
を
、
福
岡
自
身
の
『
公
務
手
帳
』
か
ら
論
じ
、
分
析
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

は
じ
め
に

明
治
の
同
時
期
、
鉄
道
敷
設
に
松
江
市
民
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
か
を
解
明
し
、
今

に
続
く
島
根
県
や
松
江
市
の
現
状
を
も
示
唆
す
る
牙
胴
を
掲
載
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
堀
尾
氏
関
連
轟
を
全
国
的
に
調
査
し
て
、
史
料
目
録
を
作
成
し
、
そ
れ
ら

を
読
み
解
く
こ
と
で
「
松
江
開
府
の
祖
吉
晴
」
と
「
松
江
初
代
藩
王
忠
氏
」
の
実
像
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。

次
に
、
堀
尾
氏
に
次
い
で
藩
王
と
な
っ
た
京
極
氏
と
、
松
平
氏
の
負
潘
王
が
松
江
に
居

た
時
が
多
い
の
か
、
江
戸
滞
在
が
多
い
の
か
、
参
動
交
代
記
録
か
ら
分
析
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
時
代
に
隆
盛
を
極
め
た
、
松
江
の
東
照
宮
と
圓
流
寺
の
繁
栄
の
様
子
を
、

残
さ
れ
た
石
造
物
か
ら
探
り
、
風
化
す
る
石
造
物
調
査
の
急
が
れ
る
と
と
を
示
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
新
『
松
江
市
史
』
の
完
成
を
め
ざ
し
て
、
地
域
史
研
究
者
の
方
々
の
御
参
加

と
得
力
を
は
じ
め
、
市
民
の
皆
様
の
ご
支
援
を
一
層
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

尚
、
紙
数
の
関
係
か
ら
本
号
に
は
掲
載
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
基
本
計
画
や
編
集
委

員
等
の
紹
介
及
ひ
狸
委
員
会
・
編
集
委
員
会
や
各
部
会
、
遍
是
至
等
の
各
種
活
動
記

録
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
ま
と
め
て
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
ご
理
解
を

賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
上
げ
ま
t
。

松
江
市
教
育
委
員
会

福
島
律
子

教
育
長
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新
『
松
江
市
史
』
編
纂
の
意
義

昨
年
の
六
月
十
五
貝
第
一
回
目
の
松
江
市
史
麺
暴
委
員
会
、
続
い
て
同
二
十
一
日
に

第
一
回
松
江
市
史
編
集
委
員
会
が
開
催
さ
れ
世
紀
の
大
事
業
『
松
江
市
史
』
四
喫
が

始
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
の
事
業
は
、
松
江
藩
の
開
府
四
0
0
年
及
び
松
江
市
制
三
0
周
年
を
黒
し
て
着

手
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
、
松
江
市
民
の
長
年
に
わ
た
る
願
い
が
よ
う
や
く
実
現

の
運
び
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
ぇ
る
。

松
江
市
で
は
、
か
つ
て
一
九
四
一
年
(
昭
和
士
◇
に
、
当
時
と
し
て
は
全
国
的
に
も

高
い
レ
ベ
ル
を
誇
る
優
れ
た
『
松
江
市
誌
』
が
編
纂
さ
れ
嘉
験
を
持
つ
。
し
か
し
、

そ
の
後
全
国
的
に
は
、
二
回
に
わ
た
っ
て
、
新
し
い
本
格
的
な
自
治
体
史
だ
ー
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
松
江
市
で
は
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。

「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
自
治
体
史
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
要
件
を
備
え
た
自
治
体
史
の

こ
と
を
い
う
。
一
つ
は
、
県
や
市
町
村
な
ど
、
当
該
自
治
体
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
全
国
的

な
視
野
に
立
っ
て
、
古
文
圭
日
・
古
巽
な
ど
関
係
史
料
の
悉
皆
調
査
と
収
集
が
行
わ
れ

そ
れ
ら
を
史
欝
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
に
は
、
そ

う
し
た
基
礎
的
璽
の
上
に
立
っ
て
、
地
域
の
側
に
視
点
を
据
え
な
が
ら
、
し
か
し
同
時

に
全
国
や
世
界
の
動
向
を
も
視
野
に
収
め
そ
の
ト
ー
タ
ル
な
歴
史
像
が
客
観
的
、
か
つ

稔
的
に
考
察
・
鼎
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
三
つ
に
は
、
そ
の
全
体
が
地
域
住
民

の
視
点
に
立
っ
て
、
分
か
り
や
す
く
、
身
近
な
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

全
国
の
各
自
治
体
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
る
べ
く
、
様
々
な
努
力
と
工
夫
が
積

み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
二
般
的
に
は
戦
後
二
回
に
わ
た
る
(
最
低
で
も
一
回
四

自
治
体
史
獅
纂
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
島
根
県
に
置
き
直
し
て
考
え
る
と
き
、
と
く
に
第
一
の
点
で
、
島
根
県
や
県

内
各
市
町
村
は
ま
こ
と
に
大
き
く
立
ち
後
れ
た
状
況
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

(
一
九
六
0
年
代
の
『
新
修
島
根
号
』
で
は
六
巻
の
「
史
料
編
」
が
刊
行
さ
れ
た
が
、

しし
か
し
そ
れ
は
旧
『
島
根
県
史
』
狸
の
際
に
収
冬
れ
た
史
料
の
一
部
を
極
め
て
不
十

分
な
形
で
編
集
し
た
に
止
ま
り
、
改
め
て
史
料
の
悉
皆
調
査
や
全
国
的
な
視
野
に
立
っ

た
史
料
収
集
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
)
。
島
根
県
内
に
お
い
て
、
と
ぅ
し
た
課
題
に

応
え
る
璽
は
、
『
大
社
町
史
』
(
但
し
、
古
代
・
中
世
史
と
考
古
・
民
俗
分
野
の
み
)
と

『
{
六
道
町
史
』
に
お
い
て
ょ
う
や
く
着
手
さ
れ
た
ぱ
か
り
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
と
ぅ
し
た
自
治
体
史
麺
暴
の
大
き
な
立
ち
遅
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
問

題
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
窯
を
要
す
る
、
極
め
て
深
刻
な
問
題
点
と

し
て
、
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
一
)
史
券
散
失
と
地
域
史
分
析
の
困
難
さ
1
過
去
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
、
古

文
圭
臼
・
古
巽
を
始
め
と
す
る
様
々
な
歴
史
史
料
が
失
わ
れ
、
過
去
の
復
元
が
困

難
と
な
り
、
松
江
市
域
に
関
わ
る
地
域
史
研
究
が
大
き
く
立
ち
遅
れ
る
に
至
っ
た

こ
と
。

(
二
)
全
国
的
・
世
界
的
な
視
野
に
立
っ
た
、
松
江
市
の
持
つ
独
自
性
把
握
の
困
難
さ

独
り
よ
が
り
で
は
な
い
、
全
国
的
・
世
界
的
な
評
価
に
耐
え
得
る
、
松
江
市
の

持
つ
個
性
や
特
長
が
、
十
分
に
解
明
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。

(
一
己
確
か
な
未
来
へ
の
展
望
を
持
っ
た
住
民
嘉
の
溜
養
と
町
づ
く
り
の
困
難
さ

井
上
寛
司

松
江
市
參
喫
委
員
長

1



松
江
市
民
と
し
て
共
有
す
べ
き
、
郷
士
へ
の
誇
り
や
自
信
に
一
野
ち
さ
れ
た
、
確

か
な
未
来
へ
の
展
望
が
開
け
ず
、
一
貫
性
の
あ
る
町
づ
く
り
も
ま
た
困
難
と
な
っ

た
こ
と

こ
の
た
び
着
手
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
『
松
江
市
史
』
は
、
半
世
紀
以
上
に
及
ぶ
、
こ

う
し
た
全
国
的
な
立
ち
遅
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
を
、
一
つ
の
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
。

中
で
も
と
く
に
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
t
べ
て
の
問
題
の
根
幹
に
位
置
す
る
史
料
の
収

集
・
整
理
と
そ
の
刊
行
を
実
現
t
る
と
と
に
あ
る
。
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
十
九
巻
の
う

ち
十
一
巻
も
が
史
料
編
だ
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
単
に
「
国
際
文
化
観
光
都
市
」
の
名
に
恥
じ
な
い
全
国
レ
ベ
ル
の
自
治
体
史
と
い

う
に
止
ま
ら
ず
、
次
の
三
つ
の
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

一
つ
は
、
こ
う
し
た
業
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
、
繞
た

文
化
造
産
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
記
録
に
止
め
る
こ
と
に
ょ
っ
て
半
永
久
的
に
保
存
す

る
、
文
化
財
倭
の
た
め
の
極
め
て
重
要
な
手
立
て
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、

通
史
編
な
ど
で
記
述
さ
れ
た
典
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
読
者
で
あ
る
地
域
住
民

自
身
が
地
域
史
学
習
の
主
体
と
し
て
、
自
主
的
!
王
体
的
に
地
域
史
を
学
ぶ
と
と
の
で
き

る
、
新
た
な
手
立
て
と
道
が
開
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
に
は
、
こ
の
史
料
編

を
手
が
か
り
と
し
て
、
全
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
的
研
究
者
の
皆
様
に
松
江
地
域

史
研
究
に
積
極
的
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
く
、
新
た
な
道
が
開
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

同
時
に
、
今
回
の
新
『
松
江
市
史
』
編
纂
に
は
い
ま
一
つ
の
重
要
か
つ
積
極
的

な
目
標
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
二
周
遅
れ
で
全
国
の
先
頭
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
に
次
の
三
点
に
あ
る
と
い
ぇ
よ
う
。

(
一
)
新
生
松
江
市
域
を
対
象
と
t
る
自
治
体
史
÷
「
平
成
の
大
合
併
」
に
ょ
っ
て
誕

生
し
た
^
し
い
市
^
を
^
象
と
^
る
自
治
^
史
は
、
^
国
的
に
も
未
だ
^
例
が
な

く
、
そ
の
最
初
の
試
み
だ
と
い
ぇ
る
。

(
己
二
十
一
世
紀
を
見
据
え
た
、
そ
れ
に
相
応
し
い
新
し
い
自
楳
史
四
禦
。

(
一
己
全
国
に
お
け
る
自
治
体
史
編
纂
の
経
験
と
教
訓
の
批
判
的
瓢
承
と
発
展
。

こ
の
う
ち
、
と
く
に
重
要
な
の
が
第
二
の
点
で
あ
る
。
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
、
歴

史
は
た
え
ず
見
直
さ
れ
、
新
た
な
観
点
か
ら
の
評
価
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
今
日
、
自
然
と
の
共
生
や
大
量
消
費
社
会
か
ら
の
脱
却
、
平
和
で

安
定
し
た
世
界
や
社
会
秩
序
の
実
現
な
ど
、
二
十
世
鵡
な
価
値
醒
大
き
く
転
換
さ
せ
、

そ
れ
を
踏
ま
え
た
新
た
な
未
来
へ
の
展
望
を
語
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
新
『
松

江
市
史
』
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
、
こ
う
し
た
新
た
な
課
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
み
、

合
わ
せ
て
こ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
松
江
市
の

持
つ
個
性
や
特
徴
を
解
明
し
、
そ
れ
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
三
の
点
に
関
し
て
は
、
①
松
江
市
と
い
う
地
域
の
側
に
視
点
を
据
え
て
、
日

本
や
世
界
を
捉
え
返
す
こ
と
、
②
地
域
住
民
(
市
旦
と
専
門
研
究
者
及
び
行
政
当
局
と

い
う
、
三
者
の
緊
佃
な
連
携
に
基
づ
い
て
市
史
の
狸
を
進
め
る
こ
と
、
窒
昆
精
の
刊
行

の
み
な
ら
ず
、
松
江
市
民
の
歴
纎
識
を
刷
新
し
得
る
、
広
義
の
文
化
運
動
と
し
て
狸

事
業
を
推
進
す
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
主
要
壽
点
と
な
る
。
近
世
(
松
江
藩
時
代
)
に

重
点
を
置
く
、
あ
る
い
は
松
江
市
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
「
松
江
城
」
を
別
編
と
し
て
編

纂
す
る
と
い
う
の
も
、
と
も
に
そ
の
た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
応
え
る
べ
く
、
編
集
委
員
に
も
全
国
的
な
視
野
に
立
っ
た
、
そ
の
道

の
専
門
研
究
者
の
ご
参
加
を
得
て
、
事
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
市

民
に
親
し
み
や
す
い
市
史
を
ど
ぅ
狸
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
〔
松
江
市
ふ
る
さ
と

文
庫
〕
な
ど
多
様
な
付
帯
出
版
物
の
刊
行
や
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
欝
会
な
ど
、
多
様
な

催
し
も
行
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

二
0
二
八
径
(
平
成
三
十
)
ま
で
の
十
年
間
で
通
史
編
五
巻
史
瀦
十
一
巻
別

編
三
巻
の
計
十
九
巻
を
刊
行
す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
ハ
ー
ド
な
ス
ケ
ジ
ユ
ー
ル
で
は
あ

る
が
、
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
乍
付
て
、
事
業
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
す
る
よ
う

奴
力
め
た
い
と
考
え
る
。
積
極
的
な
ご
支
援
と
ご
協
力
を
、
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。

(
い
の
う
え
ひ
ろ
し
島
根
大
学
象
最
授
)

2



第
一
次
桂
太
郎
内
閣
下
の
府
県
廃
合
計
画
と
福
岡
世
徳
・
松
江
市
長
の
上
京
活
動

は
じ
め
に

一
八
八
九
年
(
明
治
二
己
四
月
一
日
に
市
制
を
施
行
し
た
松
江
市
は
、
三
級
に
わ
た

辞

る
等
終
挙
に
ょ
り
吏
=
議
員
を
選
出
し
、
五
月
一
 
0
日
に

開
催
さ
れ
た
最
初
の
吏
=
(
議
長
岡
崎
運
兵
衛
、
議
長
代
理
・

、
ψ
゛
,

岡
本
金
太
郎
)
で
福
岡
世
徳
・
岡
崎
運
兵
衛
・
長
尾
義
勝
の

三
名
を
市
長
候
補
者
と
し
て
推
薦
し
た
(
『
松
江
市
誌
』
松

江
市
一
九
四
一
年
)
。
そ
の
後
、
五
月
二
五
日
、
内
黒

理
大
臣
・
黒
田
清
隆
が
明
治
天
皇
に
上
奏
し
、
二
七
日
、
裁

可
が
得
ら
れ
た
と
と
が
伝
え
ら
れ
た
(
『
官
吏
(
諸
官
)
進
退
』

る

国
立
公
文
書
館
所
蔵
)
。
こ
こ
に
、
福
岡
世
祭
正
式
に
初

年

代
松
江
市
長
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
福
岡
世
徳
は
、

1

(
】
)

【
表
1
】
の
よ
う
に
四
期
に
わ
た
っ
て
市
長
職
を
務
め
た

0

1市

即
ち
、
明
治
期
の
市
制
施
行
後
の
松
江
市
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
全
期
間
と
な
る
二
二
年
余
に
わ
た
っ
て
市
長
職

』

を
務
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
二
年
の
間
、
福
岡
世
徳
市

市辻

長
を
助
役
と
し
て
支
え
た
の
は
、
福
岡
世
徳
の
後
任
と
し
て

中

▲
 
L
 
t
 
J

『

松
江
市
長
と
な
る
高
橋
義
比
で
あ
っ
た
。

典出
こ
の
福
岡
世
徳
に
つ
い
て
は
「
福
岡
世
徳
関
係
文
書
」
(
松

ル
市
北
堀
町
・
福
岡
勝
重
氏
所
蔵
)
が
あ
り
、
一
書
は
そ
の
調
査
・
検
討
を
行
い
、
翻
刻

(
2
)

を
進
め
て
き
た
。
こ
の
福
岡
世
徳
関
係
文
書
は
、
福
岡
世
徳
市
長
が
、
そ
の
公
務
に
関

す
る
重
要
事
項
を
そ
の
都
度
記
録
し
て
い
た
文
書
と
し
て
、
初
期
松
江
市
政
の
展
開
過
程

を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
地
方
都
市
の
市
長
の
活
動
実
態
を
究
明
t
る
史

料
と
し
て
一
局
い
史
欝
価
値
を
も
つ
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
福
岡
世
徳
関
係
文
書
の
中
、

第
一
次
桂
太
郎
内
閣
の
府
器
合
(
廃
止
・
統
合
)
計
画
に
関
連
し
て
、
福
岡
世
徳
市
長

が
行
っ
た
上
京
活
動
の
丁
部
始
終
を
記
し
た
『
明
治
三
十
六
年
九
月
在
京
目
記
』
ほ
か

の
史
を
よ
り
、
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

先
ず
一
で
は
一
九
0
三
年
に
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
が
行
財
政
整
理
の
一
環
と
し
て
策

定
し
た
府
県
廃
合
計
画
・
「
府
県
廃
置
法
律
安
木
」
の
内
容
を
検
討
し
、
同
法
律
案
で
島
根

県
が
ど
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
て
い
る
か
を
確
季
る
。
次
に
二
で
は
、
こ
の
府
罷
合
計

画
策
定
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
る
中
で
、
全
国
各
県
で
展
開
し
た
廃
県
反
対
運
動
の
全
体
的

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
現
行
県
域
が
分
割
さ
れ
て
廃
県
と
な
る
和

歌
山
県
、
織
が
拡
張
・
存
続
す
る
岡
山
県
を
例
と
し
て
、
当
該
県
の
地
域
新
聞
の
論
調

を
検
討
t
る
こ
と
に
ょ
り
、
府
晶
合
計
画
に
関
t
る
報
道
と
そ
れ
に
対
す
る
各
県
の
対

応
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
三
で
は
、
松
江
市
で
発
行
さ
れ
た
『
山
陰
新
聞
』
掲
載
の
桂

太
郎
内
閣
の
行
財
政
整
理
政
策
と
府
県
廃
合
計
画
に
関
す
る
論
評
と
関
連
記
事
を
検
討

し
、
そ
の
論
調
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
四
で
『
在

京
日
、
記
』
の
記
丙
容
を
分
析
し
、
福
岡
世
徳
市
長
の
上
京
活
動
の
特
徴
・
目
的
、
地
方

竹
永
三
男

松
江
市
史
編
集
委
員

3

【表1】福岡世徳の松江市長在任期間

推薦年月日

1889年5月10日

1893年5月1日

1899年6月9日

19備年7月1日

裁可年月日

1889年5月27日

1893年6月13日

1899年7月11日

1905年7月14日

退任年月日

1893年4月7日

1899年6月12日

19備年7月10日

1911年7月13日

退任事由

任期満了

任期満了

任

任期満了



【表2】1903年の「府県廃置法律案」1こよる府県区域の変動

旧府県名
0 北海道庁

X

X

新府県名
北海道庁

△

X

青森県

◎

仙台県

△

◎

新府県の人口(人)

秋田県

△

福島県

玉

0

山

宇都宮県

◎神奈川県
X

859,534

千葉県

1,058,235

◎
X

1,114,434

東京府

△

1,422,414

◎

長野県

X

1,27フ,314

新潟県

△

神奈川県

2,101,549

名古屋県

X

1,972,518

△

和歌山県

◎

金沢県

3,756,603

口

X

^

1,262,799

京都府

1,740,350

1,582,908

/1丈

・ーヨミ!早、

3,042,089

山

/Tく

大阪府

口

2,094,741

口

兵庫県

岡

△

松江県

0

1,810,727

△

岡山県

◎鹿児島県

広島県

1,071,664

△

福岡県

0

2,793,780

川

0

長崎県

0

1,814,703

熊本県

〔凡例〕

1道3府43県

鹿児島県

953,688

1,712,423

縄

1,692,390

X

高松県

府県数

△

2,464,680

愛媛県

W

高知県
沖縄県

9

1,439,476

分割されて消滅

出典:「内務大臣提出府県廃置法律案」(『明治川六年公文雑
纂内務省三止巻十三』国立公文書館所蔵)により作成。
注:①蹟守県」表記の中には道庁も含む。

②新府県の人口中、北海道庁・沖縄県は、出典史料に記載
がないため、「明治大正国政総覧』(東洋経済新報社、
1982年復刻版第2届ID の 19船年末の数値によった。

1,149,020

・一括統合

県域の変化

市郡数の増減同値

7

1,565,720

一部分割されるも拡大

18

1道3府24県

現状のまま存続

1,375,023

統合により拡大

992,540

620,061

上具1庁、
1肖滅

460,221

1肖滅

維持
維持
維持

維持

4

◎青森県
岩手県

◎宮城県
◎秋田県

山形県
◎福島県
◎栃木県

群馬県
茨城県
千葉県

東京府
禾1」↓具

長野県
0新潟県

静岡県
愛知県
岐阜県
富山県
石川県

福井県
滋賀県

◎京都府
◎三重県

j太島J 県

《》「11j
◎岡

大分県
R 崎県
イ心左ミ上具
丁i、ミ;オ又上K
宮'1崎県

'古中'旧1、L、トUj /K

愛力凌県

◎香

「冒1 会Ⅱ↓具

記弓

都
市
市
長
と
政
府
・
中
央
政
界
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
引
用
史
註
常
用
漢
字
に
改
め
句
蕪

を
適
宜
補
っ
た
。

一
九
0
三
年
の
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
に
ょ
る
「
府
県
廃
置
法
律
案
」

の
策
定
と
「
松
江
県
」
設
置
案

一
九
0
三
年
三
月
五
日
、
内
閣
釜
大
臣
桂
太
郎
は
、
内
務
大
臣
が
提
出
し
た
「
府

晶
置
法
律
案
」
を
明
治
天
皇
に
上
奏
し
、
そ
の
裁
可
を
仰
い
で
帝
国
議
会
の
議
に
付
t

§
)

こ
と
を
請
う
た
。
そ
の
内
容
は
、
【
表
2
】
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
っ
て
、
一
ハ
ハ
ハ
年

以
来
続
い
て
き
た
北
海
道
庁
と
三
府
四
三
県
の
枠
組
み
を
、
北
海
道
庁
と
三
府
二
四
県
に

卿

統
合
す
る
と
い
う
大
規
外
改
編
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
瑞
六
で
は
、
表
示
し
た
よ
う
に
、

現
状
の
区
域
の
ま
ま
で
磊
す
る
も
の
は
、
北
海
道
庁
・
沖
縄
県
の
外
に
は
、
長
野
県
・

翻
県
・
愛
媛
県
・
高
賀
・
築
県
の
み
で
あ
り
、
県
域
が
分
割
さ
れ
て
周
辺
県
に
編

入
さ
れ
そ
の
結
果
と
し
て
器
す
る
県
又
印
)
が
一
 
0
県
県
域
が
一
括
し
て
周
辺

県
に
統
合
さ
れ
そ
の
結
果
と
し
て
張
す
る
県
(
△
印
)
が
九
県
に
及
ぶ
。
こ
れ
に
県

域
の
半
分
が
削
減
さ
れ
隣
県
の
半
分
以
上
が
追
加
さ
れ
る
広
島
県
(
Π
印
)
、
他
県
の
一

部
が
契
さ
れ
る
も
の
の
県
域
の
一
部
が
分
割
さ
れ
る
兵
庫
県
・
長
崎
県
合
印
)
を
加

え
る
と
、
一
三
県
が
、
そ
れ
ま
で
一
五
年
親
い
て
き
た
県
域
を
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
中
の
一
九
県
は
、
件
所
在
都
市
か
ら
旧
芹
が
消
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
施
行
期
日
は
、
翌
一
九
0
四
年
四
月
一
日
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
法
集
長
え
ら
れ
た
「
府
器
置
法
瑞
六
理
由
声
は
、
こ
の
よ
う
に
大
規
模

県

火

耳

兵

オ

県

鳥

[
ノ

2

県

県

[
ノ

埼

口

山

0

福

県

X
一
◎
一
X

沖

◎

県良

府反F

太
ポ



な
府
県
区
域
改
編
が
必
要
で
あ
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

交
通
機
関
発
達
ノ
今
日
、
府
県
区
域
ノ
拡
張
ヲ
計
ル
ハ
、
独
リ
行
政
ノ
整
理
統
一
ヲ

計
ル
上
二
於
テ
緊
要
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
治
水
・
道
路
・
港
湾
・
教
育
等
ノ
施
設
二

於
テ
其
ノ
経
営
ノ
完
備
ヲ
謀
リ
、
併
テ
其
ノ
経
費
ノ
節
約
ヲ
期
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ニ

依
ル
。
則
チ
府
県
ノ
廃
置
処
分
ヲ
行
フ
ハ
、
時
運
ノ
趨
勢
二
照
シ
最
緊
切
ノ
措
置
ナ

ル
ヲ
認
ム
。
是
レ
本
案
ヲ
提
出
ス
ル
所
以
ナ
リ
。

(
『
明
治
川
六
年
公
文
雑
暴
内
務
省
三
止
巻
十
区
国
立
公
文
書
館
所
蔵
)

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
交
通
機
関
(
そ
の
中
心
は
鉄
道
で
あ
る
が
)
の
発
達
が
府
県
区
域
の

拡
張
を
必
然
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
国
士
保
全
の
要
で
あ
る
治
水
事

業
と
各
種
社
会
資
本
の
整
備
、
教
育
施
設
の
完
備
を
は
か
る
と
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ

れ
ら
に
要
す
る
経
費
の
籍
を
果
た
す
こ
と
と
い
う
原
則
的
立
場
を
示
し
て
い
た
。

第
一
次
桂
太
郎
内
閣
の
児
玉
源
太
郎
内
務
大
臣
は
、
-
 
0
月
三
日
、

現
在
府
県
ノ
区
域
ハ
旧
時
ノ
編
成
二
係
リ
、
一
父
通
機
関
ノ
発
達
セ
ル
今
日
二
於
テ
、

地
勢
ノ
状
況
二
応
シ
其
廃
合
ヲ
行
フ
ハ
機
宜
二
適
シ
、
行
軟
整
理
上
必
要
ナ
ル
ト
同

時
二
、
府
県
事
業
ノ
経
営
二
於
テ
利
便
大
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
認
ム

と
の
理
由
を
付
し
て
、
こ
の
法
瑞
六
を
議
会
に
提
出
す
る
た
め
鼎
の
決
定
を
求
め
た

(
「
秘
甲
第
一
五
盲
方
府
県
廃
置
二
関
ス
ル
件
」
『
明
治
川
六
年
公
文
雑
纂
内
務
省

三
止
巻
士
二
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
)
。
即
ち
、
桂
内
閣
が
こ
の
「
府
唄
虜
置
輪
案
」

を
策
定
し
た
の
は
、
何
よ
り
「
行
政
整
理
」
・
「
財
政
整
理
」
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

法
律
案
の
第
十
九
議
会
提
出
が
閣
議
で
内
定
を
得
た
こ
と
を
う
け
て
、
三
月
五
貝

内
黒
理
大
臣
は
各
省
に
対
し
て
、
府
県
の
「
廃
置
二
関
し
、
法
条
提
出
可
相
成
モ
ノ

有
之
候
ハ
＼
至
急
御
調
査
ノ
上
御
提
出
相
成
候
様
」
と
の
照
会
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果

翌
六
日
、
曾
禰
荒
助
大
蔵
大
臣
か
ら
「
農
工
銀
行
法
改
正
案
」
の
提
出
が
内
閣
釜
大
臣

に
籍
さ
れ
内
務
省
に
ょ
る
関
連
法
令
規
則
の
検
討
と
併
せ
て
、
法
律
案
の
帝
国
議
会

〔
1
)

提
出
準
備
が
進
め
ら
れ
た

0

こ
の
「
府
県
廃
置
法
律
安
ボ
」
が
帝
国
議
会
で
成
立
す
る
と
、
【
表
2
】
及
び
N
の
よ

う
な
府
県
区
域
の
大
規
模
な
再
編
の
中
で
、
仙
台
県
・
{
于
都
宮
県
・
名
古
屋
県
・
金
沢
県
・

松
江
県
・
高
松
県
の
六
県
が
、
そ
れ
ま
で
の
旧
芹
所
在
都
市
名
を
も
っ
た
新
た
な
県
と
し

(
5
)

て
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
島
根
県
は
、
鳥
取
県
の

中
の
伯
耆
国
部
分
即
ち
、
東
伯
郡
・
西
伯
郡
・
日
野
郡
の
三
郡
を
合
し
て
松
江
県
と
な
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
人
口
は
九
五
二
、
六
八
八
人
。
ニ
ハ
道
庁
府
県
の
中
で
二
五

番
目
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
『
公
文
雑
纂
』
所
収
文
書
に
は
明
記
が
な
い
も
の
の
そ
の

(
6
)

県
名
か
ら
し
て
当
然
松
江
市
は
、
拡
大
し
た
県
の
旧
芹
所
在
地
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た

0

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
準
備
が
整
え
ら
れ
た
「
府
■
置
法
律
案
」
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
結
末
は
、
謡
院
の
「
解
散
ノ
為
、
提
出
二
至
ラ
サ
リ
シ
モ
ノ
」
と
な
っ
て
し
ま
っ

(
7
)

た
。
ご
河
一
 
0
日
に
開
会
さ
れ
た
第
十
九
通
常
議
会
の
冒
頭
、
河
野
広
中
衆
議
院
議

長
が
厘
叩
奪
文
」
を
か
り
て
内
閣
を
厳
し
く
弾
劾
し
た
た
め
、
衆
議
院
が
直
ち
に
解

散
と
な
っ
た
こ
と
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
松
江
県
」
の
誕
生
は
幻
と
な
っ
て
消
え
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
.
次
桂
太
郎
内
閣
が
行
財
政
整
理
の
一
環
と
し
て
策
定
し
た
「
府

旧
露
県
律
案
」
は
、
出
雲
・
石
見
・
謡
・
伯
耆
の
四
か
国
か
ら
成
り
、
松
江
を
唄
芹

所
在
地
と
す
る
「
松
江
県
」
の
誕
生
を
予
定
t
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
霜
が
正
確

に
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
行
財
嘉
正
理
の
一
環
と
し
て
桂
太
郎
内
閣
が
府
県
の
廃
合
を
計

画
し
て
い
る
こ
と
が
新
聞
で
報
道
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
廃
県
の
語
を
も
つ
索
を

中
心
に
全
国
的
な
動
揺
が
起
と
り
、
廃
県
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
島
根
県

に
お
い
て
、
旧
斧
所
在
地
で
あ
る
松
江
市
の
福
岡
世
徳
市
長
が
、
上
京
し
て
活
発
な
活

動
を
展
開
t
る
の
で
あ
っ
た
。

5



二
廃
県
反
対
運
動
の
全
国
的
展
開

『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
報
道
と
廃
県
反
対
運
動
の
全
国
的
展
開

1第
一
次
桂
太
郎
内
閣
が
府
器
合
計
画
を
策
定
し
て
い
る
こ
と
が
新
聞
に
明
確
に
報
道

さ
れ
た
の
は
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
美
園
、
八
月
二
日
の
記
事
が
初
見
で
あ
る
。
「
府
県

廃
合
の
議
」
と
題
す
る
こ
の
記
事
は
、
そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
(
傍
軽

竹
永
に
ょ
る
)

0

府
県
郡
区
廃
合
の
議
は
久
し
き
以
前
よ
り
裁
判
所
廃
合
の
議
と
共
に
政
府
の
或
る

部
分
に
行
は
れ
、
整
理
論
の
起
る
毎
に
必
ず
提
出
せ
ら
れ
ざ
る
と
と
な
く
、
今
回
も

6

亦
一
問
題
と
し
て
講
究
せ
ら
れ
マ
あ
る
も
の
＼
如
し
。
提
議
者
の
理
由
と
す
る
所

を
聞
く
に
、
現
行
の
府
県
郡
区
配
置
は
通
信
及
び
交
通
の
不
便
な
り
し
二
十
余
年

前
の
制
度
に
係
れ
り
。
其
後
、
郵
便
・
稽
局
の
増
設
は
勿
論
、
鉄
道
も
公
私
を
合

せ
て
四
千
哩
以
上
に
上
り
通
信
上
に
交
通
上
に
大
に
便
利
を
加
へ
た
れ
ば
、
現
制

余
地
少
か
ら
ず
と
云
ふ
に
あ
り
て
、
整
理
・
調
査
の
主
任
大
臣
等
も
、
其
の
道
理
あ

る
主
張
寵
め
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
も
、
従
来
の
実
験
に
徴
す
る
と
き
は
、
町
村
の
廃

合
さ
へ
も
其
関
係
人
民
の
間
に
種
々
な
る
故
障
を
生
じ
、
自
治
団
体
に
少
か
ら
ざ
る

紛
議
を
来
し
た
る
例
少
か
ら
ず
、
若
も
府
県
郡
区
の
廃
合
法
案
を
議
会
に
提
出
t
る

と
と
と
な
ら
ば
、
関
係
地
方
の
議
員
挙
つ
て
反
対
運
動
を
な
し
、
容
易
な
ら
ぬ
騒
動

を
醸
す
こ
と
あ
る
可
し
。
当
局
者
に
於
て
、
寧
ろ
労
多
く
し
て
功
少
き
の
憾
あ
る
可

し
と
て
、
未
だ
何
れ
と
も
決
定
せ
ず
と
い
ふ
。

(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
八
月
二
日
付
。
な
お
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
も
「
東

京
電
報
(
一
日
発
)
」
と
し
て
同
じ
内
容
の
畢
を
掲
載
し
て
い
た
。
)

傍
線
を
施
し
た
「
提
議
者
」
の
府
罷
合
理
由
は
、
煎
早
で
尓
し
た
「
府
旧
露
置
輪
安
木
」

の
如
く
に
小
な
る
行
政
区
域
を
立
つ
る
を
要
せ
ず
、
行
政
庁
の
廃
合
を
行
ひ
得
る
の

の
提
案
理
由
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
記
事
が
政
府
・
内
務
省
関
係
者
に
対
す
る
取
材
に
基

つ
い
て
書
か
れ
た
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
後
、
後
掲
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
和
歌
山
県
の
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
が
八
月
四

日
、
「
行
整
理
の
内
容
」
と
題
す
る
記
事
を
掲
載
し
(
【
表
5
】
)
、
岡
山
県
の
『
山
陽
新

報
』
も
同
日
、
『
二
六
新
報
』
の
記
事
と
し
て
、
同
じ
「
行
政
整
理
の
内
容
」
と
の
記
事

を
掲
載
し
て
(
【
表
6
】
)
、
そ
れ
ぞ
れ
児
玉
源
太
郎
内
務
大
臣
・
曾
禰
荒
助
大
蔵
大
臣
・

清
浦
奎
吾
司
法
大
臣
に
ょ
っ
て
行
整
理
計
画
の
策
定
が
進
み
そ
の
一
環
と
し
て
府
県

廃
合
が
断
行
さ
れ
る
と
報
じ
、
具
体
的
県
名
も
挙
げ
て
い
た
。

こ
う
し
て
府
罷
合
計
画
が
新
聞
で
報
道
さ
れ
始
め
る
と
、
廃
藩
置
県
後
の
県
の
統
廃

合
の
実
雁
験
に
照
ら
し
て
廃
県
の
顎
を
も
つ
県
や
新
聞
紙
上
で
廃
県
対
象
と
し
て

報
じ
ら
れ
た
県
か
ら
反
対
運
動
が
始
ま
り
、
全
国
的
展
開
を
見
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
動
き

を
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
ょ
っ
て
整
理
し
た
も
の
が
【
表
3
】
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
確

墾
き
る
よ
う
に
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
が
報
道
し
た
反
対
運
動
は
八
月
三
日
の
佐
賀

県
に
始
ま
り
、
急
速
に
全
国
化
し
て
い
っ
た
。
【
表
3
】
に
挙
げ
た
県
は
、
九
州
で
は
佐

賀
県
、
四
国
で
は
香
川
県
・
徳
島
旧
木
・
愛
媛
県
近
畿
で
は
奈
良
県
・
滋
賀
県
、
中
部
で

は
福
井
県
・
岐
阜
県
、
関
東
で
は
埼
玉
県
・
千
葉
県
・
一
次
城
県
・
群
馬
県
・
栃
木
県
、
東

北
で
は
山
形
県
・
岩
手
県
の
一
五
県
に
上
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
和
歌
山
県
で
も

反
対
運
動
が
組
織
的
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
反
対
運
動
は
『
東
京
朝
日

新
聞
』
の
報
道
を
と
え
て
拡
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
ず
、
廃
県
反
対
運
動
の
全
国
的
様
相
を
示
す
展
3
】
と
そ
の
元
に
な
る
『
東

京
朝
日
新
聞
』
、
記
事
に
基
づ
い
て
、
廃
県
反
対
運
動
の
論
理
と
運
動
の
組
織
的
特
徴
を
検

討
し
よ
う
。

廃
県
反
対
の
論
理
が
明
確
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
山
形
県
の
場
合
で
あ
る
。

山
形
県
の
廃
県
反
対
運
動
去
る
五
貝
山
形
市
長
の
発
起
に
て
恊
議
会
を
開
き
た



る
結
果
第
一
、
秋
田
県
と
合
併
す
る
と
き
は
、
両
端
の
延
長
百
数
十
里
に
及
び
、

交
通
の
不
便
甚
だ
し
き
こ
と
、
第
二
、
両
県
事
物
の
進
奪
し
'
隔
あ
り
、
諸
般

の
施
諾
行
し
得
ざ
る
こ
と
、
一
弔
三
、
県
税
負
担
の
上
に
不
公
平
を
生
ず
る
こ
と
等

の
理
由
を
以
て
絶
対
的
反
対
を
唱
ふ
る
に
決
し
、
運
動
に
着
手
t
る
筈
な
り

(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
三
月
九
日
付
)

長
大
・
広
大
な
県
域
を
も
つ
新
県
が
作
ら
れ
て
交
通
上
著
し
い
不
便
を
来
す
こ
と
、
統
合

さ
れ
る
複
数
の
県
は
そ
れ
ぞ
れ
に
経
済
・
社
会
の
発
展
段
階
が
異
な
る
た
め
県
政
施
設

の
公
平
な
展
開
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
税
負
担
額
の
異
な
る
県
が
合
併
す
る
こ
と

で
負
担
の
不
公
平
が
生
ず
る
こ
と
な
ど
、
お
よ
そ
府
県
合
併
か
ら
市
町
村
合
併
ま
で
、
行

政
単
位
の
合
併
が
行
わ
れ
る
際
に
登
場
す
る
反
対
の
論
理
が
、
こ
こ
で
も
提
示
さ
れ
て
い

る
。
合
併
が
、
護
諸
県
の
内
部
か
ら
提
起
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
行
財
整
理
に
ょ
る

経
費
の
節
減
と
い
う
政
府
の
論
理
に
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
、
当
然
の
こ
と
で

あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
曾
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
反
対
運
動
は
、
こ
れ
を
織
面
か
ら
見
る
と
、

い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
各
県
ご
と
に
見
れ
ば
、
廃
県
反
対
運
動
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
之

各
県
の
昂
所
在
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
佐
賀
県
の
廃
県
反
対
運
動
は
、
佐
賀
市

議
会
関
係
者
が
「
県
民
の
器
を
豊
し
必
死
の
運
動
を
為
す
に
決
」
し
た
こ
と
な
ど
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
が
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
八
月
三
百
)
、
こ
の
こ
と
は
全

国
の
府
琵
合
反
対
運
動
に
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
和
歌
山
市
で
織
さ
れ
た
旧
露

合
問
題
調
査
委
員
会
委
員
の
選
任
を
委
嘱
さ
れ
た
の
が
、
認
市
長
・
森
吏
本
議
長
・
志

賀
商
業
会
議
所
会
頭
の
三
名
で
あ
り
、
委
員
会
は
吏
=
議
場
で
開
催
さ
れ
た
よ
う
に
(
『
紀

伊
毎
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
三
月
二
二
日
付
)
、
市
当
局
・
市
議
会
・
経
済
団
体
が
一

体
と
な
っ
て
鴛
的
に
運
動
を
展
開
し
、
こ
れ
に
喧
公
=
議
員
と
県
選
出
代
議
士
が
加
わ
る

と
い
う
の
が
運
動
組
織
の
一
般
的
形
雫
あ
っ
た
。

第
二
に
、
当
初
は
当
該
県
内
、
と
く
に
県
庁
所
在
都
市
で
始
ま
っ
た
廃
県
反
対
運
動

は
、
運
動
の
組
織
化
と
と
も
に
運
動
の
舞
台
を
旧
丙
郡
部
と
東
京
に
拡
げ
て
い
っ
た
。
奈

良
県
の
場
合
、
八
月
二
三
日
に
奈
良
市
の
公
会
堂
で
開
催
さ
れ
た
非
廃
県
有
志
者
大
会
に

は
、
県
選
出
の
両
院
議
員
以
下
一
五
0
余
名
が
参
加
し
、
次
の
よ
う
な
決
議
を
挙
げ
て
い

た
令
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
八
月
二
四
日
付
)
。

一
全
県
委
員
を
市
よ
り
五
右
郡
よ
り
三
名
出
す
事

一
両
艇
員
を
以
て
常
任
委
員
と
為
t
事

一
必
要
に
依
り
て
上
京
委
員
を
派
出
t
る
事

一
事
務
所
を
奈
良
実
業
協
会
に
置
く
事

第
三
に
、
各
県
ご
と
の
運
動
の
織
的
展
開
と
そ
の
東
京
進
出
を
経
く
三
月
末
に

な
る
と
廃
県
反
対
運
動
は
全
国
的
に
結
集
し
、
織
化
さ
れ
て
い
く
。
三
月
二
六
貝

東
京
で
廃
県
に
反
対
す
る
各
県
選
出
の
代
議
士
が
連
合
事
務
所
を
鴛
し
(
『
東
京
朝
日

新
聞
』
一
九
0
三
年
三
月
二
六
日
付
)
、
こ
の
廃
県
反
対
連
合
委
員
会
で
各
党
訪
問
委

員
が
【
表
4
】
の
よ
う
に
選
任
さ
れ
た
。
こ
の
表
か
ら
、
こ
の
政
党
訪
問
運
動
は
、
廃
県

対
象
と
さ
れ
て
い
る
各
県
の
現
・
元
謡
需
員
が
党
派
を
超
え
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
、

彼
ら
が
冑
身
の
所
属
政
党
・
会
派
の
工
作
を
担
当
し
て
い
る
と
と
、
そ
の
中
に
は
樺
所

在
都
市
を
選
挙
区
と
す
る
議
員
が
少
な
く
と
も
八
人
い
る
こ
と
、
佐
賀
市
長
前
大
津
市

長
、
和
歌
山
市
議
会
議
長
な
ど
が
い
る
こ
と
な
ど
を
確
撃
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

こ
の
運
動
は
、
廃
県
対
象
県
の
号
所
在
都
市
を
中
心
と
し
て
、
当
該
県
の
衆
議
院
議
員

が
主
導
し
、
市
政
界
・
僻
界
の
代
表
者
が
参
加
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
後
の
ご
一
月
三
貝
伊
勢
勘
楼
を
会
場
と
し
て
「
府
罷
合
反
対
同
盟
会
」
が
一
八

県
・
三
0
余
名
の
参
加
(
中
、
代
議
士
七
0
余
名
)
で
開
催
さ
れ
、
奈
良
選
出
の
代
議
士
・

木
本
源
吉
甲
正
条
部
)
の
開
会
挨
拶
の
後
、
福
井
選
出
の
代
議
士
・
牧
野
逸
馬
(
立
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及び福岡世徳中公j工市長の活動
福岡世徳中断工市長の活動 『東京朝日新閉打山陰新閉lq山陰Dの報道

(社説)「新内務火臣と地方政」
「府県郡区廃介の議」
「府県廃合論者の気焔」
(社説)「政党と地力政務」
「府県弊察部廃,止説」
「弊部長廃_止説否認」
(社説)「整理事業如何」

(1副爾世徳市長の上京活動)

松1、工川発→米Υ一畔'1_1→新庄q削 C公務千1候D
新庄一珊券山→坪井→津山→岡山(泊X岡上)
岡山一中河河→(車小泊X同上)
午岫祁芋55分斯1高芥(同上) q九京H 記D

kゞ,岡世徳市兵・の・1打考訓父渠・陳帖1舌動

'1,:H.'↑ 111・ト分■i1防発(『公務千帳」)
,川リ i→岡山ーヰ1勺_11→坪チ1・(油X祠上)

汁井→美井一所砕11(泊X洞上)
イN,11-"1ミ・f・ーイt公打二〕(岡上)

C山陰ヲ碓Ⅲの行政整理批半1兆玲浴
1山陰i迎続社説「二政の整理(ー)整理の火綱」
『山11会1「(ニ)文部省全廃の議」
『山陰』「(三)府県廃介の議」[器日に統編(四あ切
「行政幣理粂蛾」(北海道庁廃止ほか)
1'1川女1「(五締并翫廃_止の議」
1山陰1「(六)補助安削減の議」
「山陰」「(・ヒ)地方賀中市約の議」〔卵・9日に村誹肩(八X九)〕
h川女1「(・ト)結論j
(社説)「予算編製と整理事業」
「県廃介に就て」

「收友会の行政整理案」「司怯省と柴皿」
怯制局「染理案の起草」(府リN充介含む)
「府県廃介」

1_Ⅱ
ユニ式

泰斤
闇

迎
励C

ajt

「進ルγ党とルj1勿終艸」(舸リ,リ亮介も岡査)
「ル1リ,リ允介と妓W所班介」
「 1・/L'fル会の屯優",案」(府リ,U充介含む→
「府しf,{及技111所1充介案発表鄭」( 1 ケ j}後と司、)

「昂刊N充介に就て」(皎斥H厶案捉川決意)

打窕介のj付折し
(社説)「府県の廃介」

叫t北廃介の内容」(東北六喋衆院送挙区変化)

内務省辧寸↓具廃合案再訓査」(反文心柳頴書を参老)

8



袈千

と上,イ〒
jli・{ξ
岩乎
細形
}1五1へ、
タ" 1(1、
山安」
才1工 11
1岐11
カマ1成
霄川
士奇、1ξ

政府・内務名・政党の動きq公文雑築」ほか)

8

地方長竹会議開会

【表3】第一次桂太郎内閣による1903年の府県廃合計画と全国各県の反対運動

打

9

全田各地の府県完介反対運動(()内は『東京朝日新閉H別薪打

打

之乎

イム1tl
香川
仏lt又
福井
福井
滋tl
佐賀
奈良

奈良
受'力爰
霄川

非廃県協議会q朝i8.12)
廃県反対運動委員上京q朝謁.1D
商業会議所が非廃県運動委員逢出q朝那.15)
廃県反対運動有志者上京q朝那.19)
若狭、效賀郡民福井廃県に賛成陳情1足出の筈q朝那.2の
'輪W付への介併反対決定C朝那.2D
屍県反対委貝上京決定。f薪姜所会顕上京へq朝姻.22)
廃県反対運動協議会q朝』8.21)

非廃県イイ志者火会、'1項Π決議(昇刈8'2心
非廃県運動イi'ミ大会開会予定(1朝j8.27)
丸續県(徳'シ霄川・愛媛統介)没1翌運動のため上京(1朝』8,30)

W

打

(1ノ田糊内での尓"N充匙法案提細゛1備)

内扣、「府県廃疏二鬨スル件」開議詰議q公雑)
内務竹文占課長、内以1、ど・記下孔二寳"近込(殉_1二)

25

滋賀廃県反対県民大会、200名参加q朔J9.6)

δH、「内務火臣捉1Ⅱ府県リ蹴酸法11顎●の織可上帝
辻1.罷会付議を上突q公雑D、1心1_1、内制稔理大地、
行竹火臣に関述法井.樂のイi無を照会,6H(大蔵・
i川去・逓イ1D 、7 H (海軍)、171_K外'D 、]8 H
(院ヨDに芥?iより、関述して改正を蓼tる法律契
しと 1Π1答

9

H

ナ1

」1i1支

11」形

」奇玉「ι座辻反対桜説会別催C棚」10.フ)

嬬県反対で達力,ち架会、f,定(1削、江0.8)

{玩1く

政友会竹越、詞査委員沸告C朝i12.2)

進ル÷党火会、政女会火会それぞれ開会C朝n2.■

X,11託
」奇二蓑

宇剤夕宮で,N充介問匙繊,;美会q削」10.12)

院リA反対運動委1-1恊'、f,定C棚』]0.16)
g",、反対運動佑'般会q朝』10.26)

12

山形恊議会で廃喋絶対反対決,N(列山"{Ⅱ.9)

打

n".1.司
千奨

政友会、党誠で座介反対決定と挑迦C朝n2.9)

有'会で畷県反対述動決議(列斑』Ⅱ.13)
廃介反対河W1会、轍文起4,.小 q制ι11.13)

市役所で屍県反対運小川島'美C棚_辻1.}9)
山形市1ミ、商般会議所会町iら内務?iにg部,り丈対陳1,リCW"Ⅱ,2D
廃県反対懇親会開催、N川0/、参加C欄IH.25)
屍以反対運動川"h、千藁統介でもリN了は水j・iを要求d棚iH.25)
Ⅲ仙台溢邦aの県議ご宮ル以果での統介に徒成C朝jH.27)
雁りハ反対名県イ七罷上ら瑜介'b影訂所紲織q朝ヨ1.27)
岐阜廃LI,Uこ"否あるによ 1ン妥加比介併に否辻的d朝ι11'27)
県於会、内夘宛の美謝g,、建'を満場一1餅夬議(「朝1Ⅱ.3の
廃県反対演説会予定C制iH.器)
斥川U充介反対岡親会下葉町協議員染会CWL11,29)

糾千
1_[」形
岩千
;リi」成
岩千
j、互イ>
妾知」
1曹、lb
上1 藍
千築

第19述常議会開会

米赴卜元肝1女
3 j] 1 U に総送挙執行の詔勅(1,期ι12.}3)

膨'典丁東京朝1_H愉捌』i山惨蔀蹴捌j及び『公務手帳」「明治三十九年在京日記」(袷師]世徳関係文井)により仟所戈

千葉
i也.11'

府鼎発介反対協議。岩丁・り,モ会、内相宛反郭上意兒'"決議(1朝』12.2)
府県嵯介反対瑜介会開催、リN誇辻無勺を決定C棚ι]2.3)

断U元介反太外東情のため県会叢員2、1名上京(列硝112.5)
X"W鬼合反対同盟会冬県から107名』二京(!朝n2.フ)
廃県反対同臘会500名渠会。会長は浦和疲'判所判1に(1朝'12.フ)
Ⅲ仙台蒋領も含め、県会は・一效しぐ廃県反対C朝n2.フ)
喨県反対運動委貝、政進ルj派千卜1名状況G欄ι12.8)
府県廃介反対刈器会、新湖通信芥社員を招待、要'C朝n2.9)
府県廃合反対同盟会、運動方針協議。 q朝J12.9)
県議1野聞紀打速介して非廃県演説会q朝n2.10)
廃県反対運動のため大津市から?名上京予定G韓j12.9)
府県廃介、1女判所雁介反文士意兒嘗を県会で可決U朝二2.1の
県廃介反対伺盟会火会、門的貰徹をりじ美(「朝』]2.]D
県会議長、屍県は公益1耻客と内相宛に意兒井提出q朔i]2.]D
廃県反対運動委員、運動力針恊議q朝n2. H)

上京中の廃県反対運動の県議、1'県(テ朝n2.13)

日
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【表4】廃県反対連合委員会選任の各党訪問委員

防問担当会派 訪問委員氏名

西谷金藏

一王.

政友会

石谷董九郎

,1ヌ
ゼ亡.

小河源一

酒井岩造

出身炉・

柔美とξキ

鳥取県

宮杜孝一

鳥敗県

石メU辨一

衆議院議員経歴①

山仁ル具

平井由太郎

野蛎捌浣議員(現)

倭玄t旦!具

憲政本党

古井由之

衆議院議員(元)

和歌山県

江藤新作

衆議院議員(現)

支号三1左↓甲

箕浦勝人

衆議院議員(蜆)

イ空賀!具

松原九郎

衆議院議員(現)

奈良↓貝

選挙区②

中島1"右八

1岐ffL岬・

'd ,'11 b〔:

余岡X左衛岡

鳥取県

イιlt11具

◇村勤三

鳥取市

衆議院議員(現)

火分県

制j中藤之丞

所属会派③

衆議院議員(現)

山口↓果

'皮1?.県

立憲政友会

・・・ kz. fl' tl

大津市

衆議院議員(蜆)

群矯県

撃都

和歌山而

立夕謹岐友会

?H翠"加歳

衆議院議員(現)

●山ポ

立憲政友会

衆礒院議員(現)

ド村舌ム'衛刈

弓〒良↓li、

立憲政友会

三井恕、藏

衆議院議員(現)

U 凡、

4、づ§1山

11jく、f上ノR

牧野平五郎

立憲政友会

メ」}1tj巽.巷全「而1

弓〒良上具

衆議院議員6C)

y1斗左↓果

J補~8、10~12

桑}京政

{1反j1主 IH

衆,典1玩'灸員(フじ)

i茲t1↓「A

3 ・ 4 ・ 6

和1
矧・北へ

牧望お塾,膓

佐賀市

衆議院議員(現)

群'1局県

フ~12

川越澁

立憲政友会

n

、1"

火分県

衆議院議員(引)

11_11 1,ド

8

立憲政友会

関信之助

11皮」;'上↓〒、

ι伎'§F元,吐11(兀)

富山炉・

↓〒、書安

8・ 9

城重雄

①,「衆議院;躯員経歴」は現城(現)、元職UDの別を示した、
ゼ,「逢挙区」は、市荊辻郡部に分け、郡部は県名を記した。
3,「所属会派」1上、第 1 八扣1帝紅1議会公娚終了11(19嶋午6打 HI)の所屈会派を掲け、元職W)所屈会派およびそれ以降、甜封・九1・1帝W
'ξ会会W1小(祠年]2j]101_1i制境式、12fHIU解散)まての会脈杉耐ル"判に江祀した。

1「主烈幟靡」北、『議会1捌女再午史衆議院,醍ny,鍔、j所Wの1,のの小から 11・き上げたが、1903イ1洲が点での1幟業を示tものとは隈ら
オCし、、

⑤谷川舵蔵第十七1叶市凶議会会川1太の所属
⑥牧里f逸,1,!i 1903{ド12f13 U 、 olh1女女会から無iリ誹'に兇動'
⑦}903半12j、j]H 、無所●1から同ι{鋭究会結成に参加。

殊ι伊1」il_1i折剛1]903午IU] 29日付・12f] 3日イ寸、訓01〔!;引 1上斯垪111903イ1ι12ナ171・H寸
1霞公制座百年史衆諄郡剣浣内会派郭心冴蛎裟院・参議1獅隔刊、1990竿、1議会1"度百午史衆誘院議n名鎬U衆゛都を参議院邪i刊、1990年
鞁薊期冗僚制研究会編・葵郁彦新丁戦前期日本竹僚制の制座・〒延哉・人事」東京火学川版会、1981午により作成

建1政木党

群馬県

衆議院議員佃喩

次上、Nyi、

0

望打小太郎

憲政木党

'高山県

衆議院議員(脱)

福井↓1ι

0

憲政本党

衆議院議員(呪)

県農会長、県美1「銀行取覇饗.山陰物産会社社兵

、白'1b青iL呉

8

憲政本党

11皮甲.「ト」

衆;劉浣議員(場)

茨力支県

県農1銀行頭取、鳥取篭灯什R

フ~10

その他の主要職歴④

同志但楽部

告'}']左断{

衆誠1浣議員(現)

弁護士

宮証成↓lf、

4~9

0

出典

火津●

衆ぽ沖完最員(現)

大津市会議員、火津而助役、大イ■市長

山,1↓↓「、、

1~15

帝倒党

衆'1浣諄'U税)

前橋市

弁護士、和歌山市会議長、県実宗会と

フ~9

帝国党

下関市

衆醗1浣,罷員(現)

9~1,6~8・10補,11綸

0

帝延1党⑤

裕山市

衆議院'議員(現)

佐賀市長

4・6・フ・9

0

巾正倶楽部

水戸市

'1券t

1・13

中、1'イ具楽部

福井市

髪糸、羽二畴女物冬冨、轟須好詣摂h;動叛癌役

8~10

中止イ具楽部

'宮'仙奇↓具

フ・ 8

0

中正但楽部

りく」成↓具

宮上ぜδ共校k、貞京r1会11呉、之{知さ1開社長、i1イi次官

}・5・フ・9

0

立憲政友会⑥

?之'1崎上雫

皮文.jJf!典立銀行'大垣貯菁銀行取ニキ役

フ・ 8

0

政友倶沖鮮那

ル11'きリ1.

膿業、上野新剛発刑

8 ・ 9

0

政友倶楽部

県会眺↓と、富1」上心幻'社長

8・]0

0

無所属⑦

県会諄ごミ、県皮11."緬取箔役

熈i折駈⑦

水=新剖山せjミ

フ~9

0

岬d黙医予校長、郡長

1・2・小S・10

0

弁護11t、滋t",L二>'矼、

2~Ⅱ

0

上毛物牽・第三轡立銀行靴二仟欄喫水力'知峨:1"

8・ 9

0

、ト隠市会工兵、虐島窒汀・直方雀灯1嫉

フ~9・12~15

則籬1、十二誤行取牝役.寄山実叉孫那1」刊

1部大ti皎助歌按、当川鉄道取芥契、肺舗1玩什長

0

弁護・1

0

喋会二Jく、彫徐筆雛畔附長、、北」'"締坂

0

水ji市会議員、介護11

心,鎚Y1校長

大・1弁に,,"ゞ"〔、英文j携仁社11長

規
約

10

8

憲
政
友
会
か
ら
、
こ
の
日
無
所
属
に
異
動
)
を
会
長
と
し
て
次
の
決

議
を
挙
げ
、
規
約
を
決
定
し
た
。

決
議

政
府
が
第
十
九
議
会
に
提
出
せ
ん
と
す
る
府
県
廃
合
法
案
は

行
政
財
整
理
の
趣
旨
に
反
し
、
且
地
方
自
治
の
基
礎
を
破
壊

す
る
も
の
点
む
。
依
て
吾
人
同
志
は
本
案
に
対
し
絶
対
に
反

対
t

7-
3

(
一
)
廃
県
反
対
の
聯
合
事
務
所
の
事
務
を
統
一
し
、
運
動
を

敏
活
な
ら
し
む
る
為
、
聯
合
各
府
県
よ
り
二
名
宛
、
都

合
川
八
名
の
委
員
を
設
く
る
事

全
)
会
計
監
督
三
名
を
設
く
る
事

(
一
己
決
議
安
六
・
意
見
書
の
起
草
及
大
会
・
懇
親
会
開
催
の
件

は
、
凡
て
委
員
に
一
任
す
る
事

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
対
運
動
の
全
国
的
展
開
の
中
で
、
府
県

廃
合
に
賛
成
し
、
こ
れ
を
歓
迎
す
る
動
き
も
少
数
な
が
ら
起
こ
っ
て

い
た
。
四
国
の
徳
島
・
香
川
・
愛
媛
三
県
を
廃
合
す
る
と
い
う
情
報

溌
れ
る
と
、
八
月
二
九
日
、
「
丸
亀
県
」
の
設
置
を
求
め
る
運
動

の
た
め
に
上
京
す
る
と
い
う
動
き
が
香
川
県
か
ら
現
れ
た
(
『
東
京

朝
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
八
月
三
0
日
付
)
。
こ
の
丸
亀
於
置
運

動
に
つ
い
て
は
、
大
浦
兼
武
も
承
知
し
て
お
り
、
徐
す
る
よ
う
に
、

面
会
し
た
福
岡
世
徳
市
長
に
話
し
て
い
る
(
器
ペ
ー
ジ
、
【
史
料
7
】

参
照
)
。
リ
暇
の
条
統
合
さ
れ
て
県
域
が
拡
大
す
る
と
、
こ
れ
も

後
述
t
る
元
田
六
お
盲
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
(
器
ペ
ー
ジ
、
【
史
料
8
】

小
似



参
照
)
、
県
庁
が
そ
の
中
間
地
占
貌
叺
置
さ
れ
る
こ
と
を
見
込
ん
で
、
こ
れ
に
賛
成
t
る

動
き
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
と
と
は
、
北
関
東
で
も
見
ら
れ
た
。
群
馬
県
と
栃

木
県
の
廃
合
情
報
を
承
け
く
両
県
は
い
ず
れ
も
自
旧
木
交
口
併
の
主
体
と
な
っ
て
相
手
方

を
併
合
す
る
こ
と
を
も
く
ろ
む
一
方
、
広
大
な
最
の
中
央
に
位
置
す
る
と
し
て
、
足
利

町
が
県
庁
所
在
都
市
に
な
る
べ
く
名
乗
り
を
上
げ
る
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
(
『
東
京
朝

日
新
聞
』
一
九
0
三
年
一
 
0
月
ご
二
日
付
)
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
旧
斧
の
位
置
を
め
ぐ
つ
て
地
域
利
害
が
ぶ
つ
か
り
合
う
動
き
の
外

に
、
旧
藩
領
旧
国
で
廃
県
反
対
運
動
を
展
開
し
、
あ
る
い
は
逆
に
、
廃
合
反
対
曹
抗

し
て
廃
合
に
賛
成
t
る
と
い
う
錯
綜
し
た
動
き
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
後
掲
【
表
5
】

で
示
し
た
よ
う
に
、
和
歌
山
県
の
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
旧
紀

州
藩
領
の
一
体
性
を
保
持
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
和
歌
山
県
の
分
割
・
廃
県
に
反
対
し

て
い
た
。我

和
歌
山
県
の
如
き
は
、
無
顎
立
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
形
上
よ
り
す
る
も
、
三

重
県
の
一
部
即
ち
旧
紀
藩
の
領
分
た
り
し
南
北
蛋
郡
を
始
め
奈
良
県
の
一
部
宇

知
白
・
吉
野
二
郡
等
は
我
県
に
編
入
し
、
以
て
彼
の
紀
の
川
・
新
宮
川
の
水
利
を
応
用

し
て
商
工
業
の
発
達
に
利
す
る
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
る
は
、
敢
て
識
者
を
待

て
語
る
ま
で
も
な
き
見
易
き
説
な
る
に
、
政
府
当
局
は
何
を
苦
し
む
で
本
県
を
割
て

一
部
を
三
重
県
に
、
一
部
を
大
阪
府
に
合
せ
ん
と
の
挙
あ
る
が
如
し
、
無
謀
も
亦
た

甚
し
と
い
ふ
べ
し
。
我
輩
は
信
ず
、
此
の
分
合
の
挙
た
る
や
政
費
の
爲
の
帰
す

る
が
如
く
説
く
も
あ
る
も
、
左
は
あ
ら
ず
、
全
く
交
通
の
機
関
完
備
し
た
る
地
よ
り

-
 
L
 
リ

合
同
す
る
も
の
し
て
、
決
し
て
本
県
の
如
き
不
便
な
る
地
は
存
在
せ
し
め
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
有
志
者
た
る
も
の
こ
れ
が
反
対
の
運
動
に
怠
ら
さ
ら
む
と
と
を
希
望
し
て

止
ま
ざ
る
な
り

(
「
府
器
合
に
就
て
」
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
三
月
一
五
日
付
)

ま
た
、
岩
手
県
で
は
【
表
3
】
で
確
雫
き
る
よ
う
に
、
市
役
所
で
の
廃
県
反
対
運
動

の
恊
議
に
始
ま
り
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
三
月
一
九
日
付
)
、
廃
県
反
対
懇

親
会
が
て
0
0
0
人
の
参
加
で
開
催
さ
れ
(
同
前
三
月
二
五
日
付
)
、
廃
合
反
対
鴇

の
た
め
旧
公
五
轡
旦
西
名
が
上
京
す
る
(
同
前
三
月
五
日
付
)
な
ど
廃
県
反
対
の
活
発

な
動
き
森
く
が
、
そ
の
中
で
、
旧
仙
台
藩
領
の
幾
が
宮
城
県
へ
の
統
合
に
賛
成
す
る

と
い
う
一
幕
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
(
同
前
三
月
二
七
日
付
)
。
宮
城
織
会
は
、
最
終

的
に
は
廃
県
反
対
で
、
致
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
(
同
前
三
一
月
七
日
付
)
、
晶

の
政
治
的
対
抗
が
地
域
的
対
立
を
と
つ
て
現
れ
る
際
に
、
旧
藩
領
の
区
分
が
意
味
を
も
つ

も
の
と
し
て
現
象
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
同
様
に
福
井
県
で
は
、
若
狭
国
の
敦
賀
郡
民
が

福
井
廃
県
に
賛
成
陳
情
を
行
う
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
が
(
同
前
八
月
二
0
日
付
)
、
こ
れ

は
、
越
前
・
若
狭
二
国
か
ら
成
り
、
旧
藩
領
も
異
に
す
る
一
郡
が
独
自
の
動
き
を
示
し
て

廃
県
反
対
の
足
並
み
が
揃
わ
な
い
例
で
あ
る
。
【
表
3
 
が
示
t
よ
う
に
、
府
県
廃
合
を

行
う
政
府
が
、
旧
国
な
ど
を
単
位
と
し
て
廃
合
計
画
を
策
定
t
る
一
方
、
廃
県
反
対
運
動

を
展
開
す
る
各
県
の
側
で
も
、
旧
藩
領
・
旧
国
や
郡
な
ど
府
県
の
枠
組
み
に
先
立
つ
地
域

区
分
が
、
府
県
の
枠
組
み
に
立
脚
す
る
廃
県
反
対
運
動
に
抗
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
た
の

(
§

で
あ
る

0

こ
の
よ
う
な
運
動
の
全
国
的
展
開
過
程
で
、
知
事
の
中
か
ら
も
政
府
の
略
に
需
を

唱
え
た
り
、
廃
県
反
鞭
動
に
「
ハ
ム
然
助
力
」
す
る
な
ど
、
政
府
の
府
罷
合
計
画
に
反

対
す
る
か
の
よ
う
な
動
き
も
現
れ
た
。

先
ず
、
府
県
廃
合
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
反
対
で
は
な
い
が
、
福
岡
県
の
河
島
醇
知

事
が
、
「
府
旧
虜
合
と
い
ふ
漠
と
し
て
要
旨
を
得
ず
」
と
い
う
段
階
の
言
で
は
あ
る
が
、
「
整

理
の
手
に
は
何
れ
よ
り
着
く
べ
き
か
、
是
れ
先
う
深
く
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」

と
い
う
見
地
か
ら
、
一
方
で
鉱
山
監
督
翌
右
・
士
木
監
督
署
な
ど
国
の
出
先
機
関
と
府
県
と

の
権
限
の
練
を
器
し
、
他
方
で
町
村
合
併
を
前
提
に
有
給
町
村
長
を
置
い
て
こ
れ
に

Ⅱ



所
轄
町
村
内
の
警
察
権
を
与
え
る
な
ど
し
た
上
で
、
制
度
改
革
を
府
県
に
及
ぼ
す
べ
き
だ

と
論
じ
、
「
地
方
長
官
は
単
に
内
務
省
に
隷
属
す
る
が
如
き
状
態
あ
る
は
、
其
の
当
を
得

た
り
と
謂
ふ
を
得
ず
」
と
述
べ
て
い
た
(
『
山
陰
新
聞
』
一
九
0
三
年
八
旦
四
日
付
)
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
自
県
の
廃
県
反
対
を
言
明
t
る
知
事
も
現
れ
た
。
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』

一
九
0
三
年
三
月
二
0
日
付
記
事
「
府
旧
露
合
に
航
て
本
県
某
長
官
談
」
は
、
伯
爵
で

貴
族
院
議
員
の
和
歌
山
県
知
事
・
清
棲
家
教
の
実
名
を
避
け
つ
?

府
県
廃
合
問
題
は
、
閣
議
に
於
て
略
ぼ
確
定
し
た
る
も
の
如
く
報
し
つ
》
あ
る
、

実
際
に
於
て
反
対
の
態
度
に
学
る
は
早
計
の
恐
れ
あ
り
と
。
而
し
て
地
方
長
官
と

し
て
の
簡
題
に
対
す
る
意
向
は
勿
腔
府
の
命
令
に
従
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
、

本
県
地
方
と
し
て
は
飽
く
迄
反
対
の
行
動
に
出
で
ざ
る
可
か
ら
ず
。
亦
た
貴
修
議

員
と
し
て
は
賛
否
何
れ
か
に
帰
着
す
可
か
ら
ざ
る
は
言
を
俟
た
ず
し
て
明
か
な
れ
ど

、
兎
に
角
法
案
と
し
て
現
は
る
》
迄
は
観
望
の
位
置
に
立
た
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な

り
云
々

と
報
じ
、
清
棲
知
事
が
和
歌
山
県
の
廃
県
に
明
確
に
反
対
し
て
い
る
と
報
じ
て
い
た
。
と

の
よ
う
な
知
事
の
動
き
は
、
『
内
務
省
史
』
第
三
巻
(
大
霞
会
一
九
七
一
年
。
茨
木
廣

「
一
弟
五
章
地
方
長
官
会
議
」
)
が
指
摘
し
た
知
事
の
二
重
性
、
即
ち
、
「
国
の
総
合
出
先

行
政
機
関
の
長
」
と
し
て
の
地
方
長
官
と
、
「
府
県
自
治
体
の
長
」
と
し
て
の
知
事
と
い

う
二
重
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
起
と
り
う
る
こ
と

で
あ
つ
た
。

こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
、
内
務
省
は
、
廃
県
反
対
運
動
を
器
四
し
て
い
た
当
初

の
姿
勢
か
ら
転
じ
て
、
規
制
に
乗
り
出
し
た
と
報
じ
ら
れ
た
。
後
掲
の
【
表
6
】
に
示
し

た
よ
う
に
、

府
旧
虜
合
指
定
の
知
事
等
は
、
府
県
の
利
害
と
云
ふ
ょ
り
続
之
旦
L
の
糊
口
上
よ

り
打
算
し
て
、
暗
に
人
民
を
煽
動
し
、
廃
県
反
対
の
声
を
燃
に
せ
し
む
る
向
も
あ
り

や
に
て
、
内
務
省
も
初
の
程
は
翁
ル
せ
し
も
、
近
頃
は
公
然
運
動
に
助
力
す
る
も
の

も
あ
る
よ
り
、
斯
く
て
は
形
式
的
に
も
あ
れ
政
府
の
行
政
方
針
に
反
対
す
る
も
の
な

れ
ば
打
棄
置
か
れ
ず
と
て
、
両
三
旦
則
一
片
の
罰
を
発
し
た
り
と

令
山
陽
新
報
』
一
九
0
三
年
三
月
二
九
日
付
)

と
い
う
の
で
あ
る
。
後
掲
【
表
5
】
で
示
し
た
よ
う
に
、
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
三
月
八

日
付
「
政
府
府
県
反
対
に
千
渉
t
」
記
事
も
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
。

政
府
は
、
府
旧
虜
合
に
は
左
程
重
き
を
置
か
ざ
り
し
が
、
其
後
反
対
の
気
勢
高
ま
る

に
髄
ひ
、
余
り
度
外
視
す
る
訳
に
も
行
か
ず
、
且
つ
議
会
対
策
上
交
換
問
題
と
し
て

成
べ
く
強
硬
の
張
に
出
づ
る
の
乍
祭
な
る
を
知
り
、
昨
今
躍
起
と
な
り
反
対
に
干

渉
し
、
各
府
県
に
於
て
市
町
会
が
反
対
運
動
費
の
支
出
を
決
議
す
る
も
の
に
対
し
て

は
之
を
取
消
さ
し
め
、
運
動
費
は
寄
附
を
以
て
す
べ
し
と
厳
命
し
、
有
力
者
に
対
し
、

知
事
よ
り
上
京
せ
ざ
る
様
通
告
せ
し
め
た
り
と

恨
芹
所
在
都
市
を
中
心
と
し
た
市
・
町
挙
げ
て
の
反
対
運
動
に
、
地
方
行
政
の
統
轄
系
統

を
通
し
て
財
乎
り
・
人
的
に
規
制
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
和
歌
山
県
及
び
岡
山
県
の
動
向

こ
の
項
の
最
後
に
、
府
罷
合
計
画
の
中
で
廃
県
対
象
と
な
っ
た
和
歌
山
県
と
、
隣
県

の
一
部
(
広
島
県
東
部
の
旧
備
後
国
部
分
)
を
併
合
し
て
拡
大
・
存
続
す
る
岡
山
県
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
新
聞
の
記
事
を
も
と
に
、
そ
の
動
向
の
詳
細
を
検
討
し
て
お
こ

う

【
表
5
】
は
和
歌
山
県
の
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
が
報
じ
た
府
県
廃
合
関
係
記
事
を
一

覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
0
三
年
の
下
半
期
の
み
を
見
て
、
桂
太
郎
内
閣
の
行

整
理
政
策
に
関
し
て
織
続
し
て
報
道
し
て
い
る
が
、
府
罷
合
計
画
が
具
体
的
に
報

じ
ら
れ
る
の
は
八
月
四
日
が
初
め
て
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
.
^
は
、
奈
良
県
を
京
^
」
刑
に
、
三
^
旧
^
を
^
女
^
^
に
^
^
ロ
^
る
と
^
^
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す
る
な
ど
(
「
行
政
整
理
の
内
容
」
八
月
四
日
付
)
、
和
歌
山
県
の
廃
県
に
関
す
る
情
報
が

も
た
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
コ
ラ
ム
「
無
茶
苦
茶
我
記
」
が
府
旧
露

合
贊
器
を
二
度
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
た
(
八
月
二
二
日
付
、
一
五
日
付
)
。
こ
の

よ
う
な
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
が
、
和
歌
山
県
の
廃
県
に
反
対
す
る
主
張
を
明
確
に
展
開
し

た
の
は
、
県
(
Ⅱ
ペ
ー
ジ
)
の
三
月
一
五
日
付
「
府
県
廃
合
に
就
て
(
本
県
)
」
記

事
が
最
初
で
あ
り
、
同
月
一
八
日
付
「
府
県
の
廃
合
」
記
事
で
は
、
内
務
省
が
全
国
の

一
九
県
を
廃
止
す
る
と
決
定
し
た
と
報
じ
た
。
こ
の
報
道
の
後
、
和
歌
山
市
長
・
市
会
議

長
・
商
業
会
議
所
会
頭
ら
市
の
行
政
・
経
済
界
が
挙
げ
て
反
対
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
は

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
廃
県
反
対
運
動
の
中
で
、
反
対
の
理
由
を
最
も
体
系
的

に
論
じ
た
の
が
森
市
会
議
長
で
あ
っ
た
。
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
は
、
そ
の
主
張
を
一
一
月

二
六
日
、
二
七
日
の
二
日
に
わ
た
っ
て
籍
に
報
じ
て
い
る
が
、
圭
政
府
の
霊
で
二
、

0
0
0
万
円
節
減
で
き
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
四
十
余
万
円
の
政
費
節
減
を
な
さ
ん
が
た

め
十
余
県
を
廃
し
千
四
百
万
の
生
霊
を
客
し
め
ん
と
す
る
」
こ
と
憾
め
ら
れ
な
い
と
t

る
そ
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

一
、
地
勢
上
、
大
阪
府
と
和
歌
山
県
は
葛
城
山
を
境
と
し
、
畿
内
・
南
海
道
と
所
属
・
気

候
・
人
佶
・
風
俗
を
異
に
し
、
「
且
つ
数
百
年
来
一
潘
政
治
下
に
固
有
の
習
慣
を
馴
致

し
あ
り
て
彼
此
士
地
の
情
況
を
異
に
す
る
か
故
に
、
地
方
経
済
を
同
ふ
し
、
其
負
担
を

共
に
し
、
地
方
税
支
弁
の
事
業
を
協
同
し
て
施
行
す
る
に
適
せ
ず
」
。

ニ
、
地
方
税
負
担
に
差
違
が
あ
り
、
大
阪
府
に
合
併
さ
れ
れ
ぱ
和
歌
山
県
民
に
と
っ
て
は

増
税
と
な
る
。

三
、
地
方
庁
が
大
阪
に
移
れ
ぱ
、
そ
こ
へ
の
往
復
に
要
t
る
時
闇
と
費
用
が
増
加
t
る
。

四
府
会
議
員
数
は
、
大
阪
選
出
が
四
四
人
、
和
歌
山
選
出
が
九
人
(
東
念
安
郡
が
三
重

旧
^
に
^
^
^
ハ
^
^
と
な
り
「
^
^
^
に
な
ら
ざ
る
」
こ
と
は
相
^
^
に
^
く
な
い
。

五
和
歌
山
鄭
廃
止
に
ょ
る
官
吏
俸
給
等
国
費
の
送
金
減
少
な
ど
で
僻
的
損
失
が
あ

る
ほ
か
、
和
歌
山
市
は
「
謙
の
郷
と
変
t
」
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
画
で
露
)
。

も
っ
と
も
、
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
は
、
反
対
一
色
の
語
を
張
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

三
一
旦
 
0
日
付
の
翠
岳
生
署
名
の
翻
「
廃
県
問
題
に
就
工
は
、
府
罷
合
は
地
方

問
題
で
な
く
国
家
製
で
あ
り
、
「
人
文
の
進
歩
と
交
通
の
発
達
と
に
依
り
て
自
響
政

区
域
を
拡
張
す
る
は
熱
の
事
」
で
あ
る
と
政
府
の
「
府
旧
虜
置
法
集
」
の
提
案
理
由

と
同
じ
主
張
を
展
開
し
、
法
律
安
栗
提
出
の
問
題
に
「
自
己
一
身
又
は
一
市
一
郡
の
利
害

の
為
め
賛
否
を
決
t
る
」
こ
と
を
新
し
て
い
た
。

と
の
よ
う
に
廃
県
対
象
と
な
っ
た
和
歌
山
県
で
、
和
歌
山
市
を
挙
げ
て
の
反
対
運
動
が

展
開
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
県
域
が
拡
大
・
存
続
す
る
岡
山
県
で
は
、
『
山
陽
新
報
』
が
【
表

6
】
に
示
し
た
よ
う
な
報
道
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
府
唄
露
合
計
画
の
具
体
案

に
関
t
る
情
報
が
そ
の
都
度
報
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
府
髭
合
が
政
府
の
行
嘉
=
理
計

画
の
一
環
と
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
な
実
際
的
効
果
を
も
つ
か
に
つ
い

て
の
検
糖
事
、
各
地
の
反
対
運
動
を
踏
ま
え
た
「
府
躍
置
法
律
案
」
の
成
否
に
関
す

る
報
道
な
ど
、
タ
タ
面
的
な
報
道
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
に
ょ
る
府
県
廃
合
舟
の
策
定
と
「
府
県
廃

置
法
律
案
」
の
帝
国
議
会
提
出
準
備
は
、
と
く
に
廃
県
対
象
と
さ
れ
た
各
県
の
反
対
運
動

と
そ
の
全
国
黒
織
化
を
呼
び
起
こ
し
た
。
前
年
の
日
英
同
盟
の
縛
に
ょ
る
国
際
関
係

の
整
備
を
前
提
と
し
て
、
対
衡
戦
征
が
高
ま
る
中
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
は
、
一
方

で
は
、
教
科
書
瓢
事
件
な
ど
政
府
の
責
任
を
激
し
く
追
及
t
る
声
に
囲
ま
れ
て
い
た
。

対
露
開
戦
を
視
野
に
、
政
治
・
軍
事
・
財
政
全
般
に
わ
た
る
挙
国
一
致
体
制
の
た
め
の
元

老
の
再
登
場
を
求
め
て
一
時
は
辞
職
し
た
も
の
の
そ
れ
が
却
下
さ
れ
た
桂
太
郎
内
閣

は
、
廃
県
反
証
動
の
全
国
展
開
中
で
、
引
き
続
き
厳
し
い
政
治
状
況
の
中
に
あ
っ
た
の

(
"
)

0

で
あ
る
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月

10

政治情勢・行財政整理関係記事

玲 東京電報稔日、梓首相の内務大臣
兼任、児玉源太郎の内務大臣免職
と参諜次長任命を雜ず(10.13)
「府県分介と区裁判所」記事、某行
政裁判所汁定官の言として.府県
分合の難事であるに比し地方裁
判所の減少は容易だか、刑事裁判
証人出頭の便宜から廃止後の復
活を予懇し、区裁判所と登記所は
現状でも過少と都じるao. N)
ヒ遍政本党の嗣査出項斥ご事、開
査会の整理区分の「行政に関する
分」として、文部省廃止、司法竹廃
1主、井悦庁暁.比、郡市ψ充」に、府県廃
1になとの、■項を報道(10、]の

}4

]フ

8 取子県廃合と経安節減」記事、内務省が「時
勢の進運と交通機関の発達とに鑑み」、府
県廃合法案を次期議会に提出すると伝
え、15県が廃止され、年経常賀部勺如万円節
減と報道(]]' 8)
「政府廃合と両案」記事、府岬■モ介に15、6
県を廃介tる児玉源太郎案と、廃合を4、5
箇所に_{上める清浦奎吾樂の2案があった
が、閣議は東京・埼玉を中心に2、3の府県
を廃合tることに決したと桜道(10.16)
所子県廃介と政友会」記*:、岐友会が胴査
させているとする栗原亮一・櫻ル駿両代
議士の談として、「三十有余年の久しき
風俗習慣等の歴史的自然の関係より形
成せる府岬'乳織を打破改造して、僅かに
ニ'1万円内外の金額を減殺せんよりJは

郡1川改正がよいとし、将来交通機関完成
後に畿内・8道に道庁を設置し、中央政務
の一部を分,与・司、るとともに、郡制を廃止
し、町村'区城を拡張するのがよいと報道
ao.2D

府県廃合関係記出

H

16

19 「妓半打折の廃合」記出、行政整理の
1上果廃介される裁判所を桜じ、総
'.1'20万円の節減と蛾道。
外1訴院3か所を廃介〔函館→仙台、
γ,占屋→東京、広島ーヅd坂〕
j允県と同時に廃止tる地方裁判
所19(ママ)〔岩手・1_U形・」奇,1ξ・1詐1
'!.し・栃オく・茨城・山梨・静岡・'高山・
1品井・岐」1・滋賀・奈良・1Ⅲ歌山・鳥
JR・山Π・徳島・佐賀・ゾ、分゛1"嗣

21

M-

嘉仁皇太子、和歌山県内巡遊

和歌山県・和歌山市関係記出

ト↓ 「j奇県廃介と議員数」記*、府県座合で代
諄上1:等が第一に苦心するのは選挙怯で、
当局は而墜f中として、法案議会通過後は
代議士数は2、3名則加と見込むal.1心
「府県dX充介」記出、「我が社の耐t閉する
所」として、閣議決定の廃介による節減
額ガ漣8万9千円、廃止県数19県なるも、地
力からの県、111により、廃介案は節減額の
範鬮で内務竹に委任され、内務省が2]県
の廃合、吊千・山形・群,1悪・岬i1ミ・茨城・ル1
梨・富山・1姑井・岐阜・霪豆安・奈良゛川玖111
,「、3取・山 11一妥媛・1点'ン佐賀・火分・工Ⅷ■の
}9県の雁住を決めたこと、県庁所在地、
屍介県と被併介県の別はi岡介中上桜道
a l.18)

玲

12 3 政友会火会、f行政財政の浄"!は
ト分なる実蹟を挙げん*を川1す」
などを決議a2.5)

26 東JK・芝・ネ1j駈'にて府リ,U充介反対代i絵1
会Ⅲ1院。発起人辻人元源,り(奈良)、仏:竹イ1
太鄭411梨)、池井二造(滋賀)。外に牧野逸
'!.島■Y,11辻1,りら衆,孔1浣'U・19人、岐阜市長堀
11、イj・・・1品井ibwJ役塚原織上.鄭ら30余%
川席し、代議_1.及び名地方上京委貝で紕
織寸る所獣快反対聯介*1野所」の設羅なと
を決議。12打23日頃に打難介総会」の開催
を予定(11.29)

15

「行政整Nの発表上記、小、5日付卜六'
HUに"郊侍の所訥行政整理」の内
容が発表されたと雜道。廃止機関
は、f郷11舛、碓五↓快士j也乎k1世*子芳局、
や,'業Jι1子f所、肥刈砧新気澗査所、農
1商品等会議、政務綱査委員会、
鉱毒詞査委貝会等(12.8)

河野広中衆議院議長、本会議で内
閣弾劾の「奉答文」を朗読(12.12)
衆議院解散(12.12)
「政友会の整理案評(当局名の
談)j記牛・、判任官廃止、内国旅讐・
庁贅削減案を無稽と批半喫12.12)
「予算不成立と財政計画」記事、明
治37年度予算は前年座予算(36年
度=35年座)を執行、予定子11で
は府県廃合に50万円、裁判所廃_比
に20万円を含むと解説a2.13)

「府県廃合に就て(本υ,り」記・*:、政府の1付
県暁介案について、沿革及び地汗多交通か
らして村1歌山県ガ河虫、立して存続すべき*
を主張し、廃_1上案を11ヒⅢ(H.15)
「府県廃介に就て本県某長官談'己小'、そ
の言として、議会米提H_,,の今反対するの
は甲.轟・だが、地ノブ長下fとしては蚊府の命
令に勿,兪従わねぱならぬ。和歌山県とし
てに秩包く迄反刈の行血川こ川でざる可ら
十」、貰放院議貝としては"否いずれかに
h}'せねはならぬが、1去案ガリ↓舗tるまで
は観叡せざるをえないと伝う QI.2の
洗県闇題恊'於会の委嚇を受けた加耐許Π歌
山市長・森市会議長・'賀商菜会議所会顕
によって進任されたJ"在委員玲名、而会
託場で会介(11.22)
加庇和歌山山長らとリA会議員との恊議の
席上での森市会議長按拶を、2Uにわた
つて紹介(H'26・2力

「イ・1'則戈j,并R」、府リ,U充介で「羽1歌山市は打
撃を受く」かイH1川桝よJ市W」なしとする意
兒に対し、大阪嫡に介例されれぱW1村長
の川弧1_1放・1W11が樹んで人民の壁N肖額
が則加Lて民力休養に反するほか、岬J或
が三靈・火1坂に分割されれば社ソ＼財産の
処分に困るなどとして有ⅡⅡ11ト＼の影俳を
主張al.28)

20

「廃県問題に就て」論説記*(料名・翠岳)、
府県廃介は地方問題でなく国家問題であ
り、「人文の進歩と交通の発達とに依りて
自然行政区域を拡張するは当然の事」と
してi去律案未提出の問題に、「内己一,身
又は一市一郡の利害の為めH否を決す
る」ことを"胖1」(]2.10)

10

3

H

12月3日午前8時25分発「東京確報」、「府県
廃合に対する反対聯合会を1剤き、委員を
選定其他の決議を為す。気勢盛んなり」と
伝う。10打に長崎市で剛催した関西各市
聯合会で廃県反対運動の実施を決議した
結果、聯合会の運動展開と報道(12.心
廃県聯介委員会開催防H尹勢中JD、福井ル
の牧壁お塾馬座長にて運動経過を報告。運
動力針を協議し、芥党訪問委貝を選定
a2.9)
「政府府県反対に下沙司、」記出、府Uι廃介
反対運動の高揚に刈し、政府は「対議会策
上交換問題として成べく強硬の態座に川
つるの得策」として、市町村会の反対運動
賓支出決議を府県当局に取り消させ、イ」
力行に上京を中ル寸るよう知事に通告さ
せる措置をとったとH1道a2.8)

21

2・1

28

2 非廃県問題嗣査委貝会、市会議場で開会、
謄,席委員8名、森衆誇郡先議員の遊繊につき
協議し、加成i市長が委貝1右を作い、5日.上
京することを決定a2.■

加薜和歌山市長、在京の森衆議院議員の
「全急、上京せよ」とdン心都を受け、6日の新
聞紀省捌待会には剛席せず、急波上京。廃
県反対'嗣査委11、和歌Llf市'じ記等兇送り
Q2.6)

1Ⅲ歌山市Rら廃県反対運動打、61_1に市内
名新開紀者を匝U]1征に招待し、「彼我の意
兒を一攸せしめ歩詞を共にせんことを恊
諄§」一小る汀',定,

6

]0

-
0

-
0

-
D

7
 
t
 
円



【表5】『紀伊毎日新聞』(和歌山県)所載の「府県廃置法律案」関係記事

月 政治情勢・行財政整理関係記事

4 「行政整理と名省」記張、文打美会約
束の整理額を火蔵省が各省に按
分するも陸海軍省は反対などと
報道(フ.4)
宮中で伊藤博文(枢井H浣議長)、山
県有朋・松方正護(枢密顧問官)親
任式(フ.16)
児1匠六湾絲ヤ仔、内務大臣に任命と
報道(フ.]6)
「増租提1_Ⅱ沖.備.記・当、 a秘肘専文の
枢密院入りにより、桂内閣・火蔵
省は増税・地租増徴案再提1_Ⅱと蝦
道(フ.1鋤
唄す皎処理の案」記事、明治37年度
予算の歳入H_1差額3000万円内外
の処理策として消極・積極の二策
を紹介報這(フ.]9)
「山本海扣と行政梨理」記事,児玉
内扣就任で決意の固まった行政
整理に山本海相のみ反対と都道
(フ.25)
「政界雑記」記*:、明治37年座の歳
入欠鮠1600万円補填のための行
財政整理案を報道。府県院介には
触れす(フ.25)
「両政整理、二案」'己喫、行政・財政
整理に介禰蔵相案とfU宏院案が
あると報道。両案とも府県廃介に
は触れず(フ.26)

B

(14ページ上に続く)

四

25

府県廃合関係記出

]0

26

8

28

6

「郡役所廃_止の案」記■、8打開催の地方長
冗会議で郡役所廃ル案が地方長竹に諮問
されると幸櫛首(フ.28)

「行政.竺理鉈案'ご奮、憾Hjヅ綱の
行政整理案に、内閣ほ力四竹の現
1{"を内閣ほか、1告に廃介する鉈
案と文部?ジ充_止等に_1上める小刀
案があり、後Xに決したと斜お酋
(8.6)

「'H系兪反文寸"訴斬く j延る」需己*:で
文部省廃ル反対諭を紹介(8.フ)
「文部竹心冴モ問題」論説記出、有用
の文都竹を経"節波Π的で屍1上
するとして熊絹視した菊池前文
H1らの責任を迫及(8.1D
呼丕賀1!偸咸と"仟兇1記*ニ、内澪M并テ
政g牙果で市匙溌満戒を図る一方、桜
極的政策のため則源不雄になれ
ぱ砂糠消ずN兒率引き上げ・煙草官
営に至るかと繊道(8.22)
「文部名廃,[1"問顎」論虎記・g、腕竹
論の印'内を祥細に料お首(8.25)

和歌山県・和歌山市関係記*

H

22

、1

25

、行政桑理の内容」認*'、児十1・竹禰・補斜1
'扣の嗣査した行皎懐理案を■櫛並、文都
省廃比、郡の白治1釧范化、中央政府官央3
分の1減員、鉄道の特別会引'移1・iのほか、
府好Jだ介を断行し、奈良を京都に、佐賀を
長'}.御こ、1薙井を石川に、三電を受,、1}に介併
等と料U首(S.心
「整理珀訣」紀出、行政整理の内容を観測
した中で、政府は「大に府県嬬介を断行ナ
る決心なり」と都道(8.9)
「府県廃介と司法機1甥紺小ル'己事」如仔当
局の言として、いオ'れも交迪疑関の発逑
皮介に井}按に開係と蛾道(8.13)

9 4 「行政桑"のニカ'而」記、*:、行政幣
理の大綱殆定まると蝦這四.幻
「織判所喨介説の実情」記*:、行政
罪釧上で司怯省削減額如万円達成
の為、区裁百余か所、地戴・控訴院
若干の廃止に至ると料1道四.5)
「行波整理案と法制局斥三""、児
玉・竹禰両扣の大規桟な行政整理
案に沽浦法扣か反対tるなど開
内の対抗を報道四.13)
綿11制改止案」祀亊、行政継理主任
が、郡管掌事務を市町村または府
県に移し、郡を単なる行政庁とt
る郡制改正案を法制局が起莖す
るはずと様道四.15)
「文部省の存置」記*:、政府が前言
を翻して文部竹を存置すること
に決したと報道四.20)
「司法名の行政整理」記*:、控訴院
の廃ル、官吏の減員等一通り飼査
結了と級道四.29)

9

玲

]3

]5

13

20

コラム「無茶苦茶我記」f白冷の原子は町
村にある」ことと交通の発述どいう理由
から、旺也方1句会,詮に1是鵬せんとtる府リ,、
旋介Jに大1鄭戈とヨタ撫(8.]3)
「行政能理に胤て」諭虎記嘔、文部竹・井視
庁の廃辻、府県の介併、裁判所のi咸少とい
う效村の行政染理案を是認、なお補助金
改革、上i籍1去・登録法の改11・と族符記織の
能辻を才訓長(8. N)

コラ1、「無茶苫茶我,氾厶1女判所経貿節減に
つながるとして斥旦W充介を可と1る冉説
を再諭(8.]5)

29

M

注:①各紀事冒頭の数字は、¥1該事項の日付。
②,末尾の()内の数字は、当該記*掲載の諾氾伊毎H新獣Ⅱ発行H。
③各記*冒頭の「」は、紀事兒出し。

繊典丁紀伊毎日新開」19船年7月~12門(和歌山火学珠己川経済史文化史研究所所蔵マイクロフィルム)により作成、
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15

7

[
i

-
0

玲
玲



【表6】『山陽新報』(岡山県)所載の「府県廃置法律案」関係記事

月 日

8 4

「府県廃置法律案」関係記事(冒頭の「」内は当該記事の見出し、末尾の()内は記事掲載紙の日付)

「行政整理の内容」記事q二六新報』転載)、児玉休行芬曾禰大蔵・清浦司法三大臣の行政整理案として、文部省廃止、農
商務省官署の府県庁移管、鉄道の特別会計化、中央政府の官吏3分の1削減、郡の自治制廃止とともに、「府県の廃合を
断行t。奈良を京者桝こ、佐賀を長崎に、福井を石川に、三重を愛知に合併す。此他埼玉、千葉、東京、神奈川及東北に二、
三箇所、総計六、七箇所」と報道(8.4)
「府県参事官廃止の議」記事、「君所旦所の廃止、府県の廃合と共に、府県参事会を廃すべしといふの議、目下当局者の間
に行はれつ》あり」と報道(8.15)
「府県廃合案」記事、「府県廃合論は、行政整理の衝に当れる三大臣中、曾禰蔵相最も強硬なる主唱者の由にて、之に関
する法律改正案は、多分第十九議会に提出せらる、ならんと云ふ」と報道(8.18)
「府県廃合と選挙区」記事、府県廃合に連動するものとして選挙区の変動・県名の変更を挙げ、選挙区の改正を要す
る件は、「従来の選挙区を存置し、特に第一選挙区、第二選挙区と云ふが如き区画を設くべしとの説もあり」と報道
(8.26)
「府県廃合案」記事、「府県廃合の件に就き更に聞く所に依れば、九州にては佐賀、宮崎、大分の三県を廃して他に合併
し、近畿にては奈良、和歌山の二県を大阪府に、滋賀県を京都府に合併し、又関束力面にては埼玉県を東京府に合併
し、千葉、茨城両県を一県となtのヨ十画なりと云ふ」と報道(8.29)
「北海道庁廃止の議」記事、「行政整理の結果、北海道庁を廃し、之に代ふるに県制を実施し、従来の支庁を郡に改め、
又北海道庁の管掌に属tる鉄道部を挙げて鉄道局の直轄たらしめんとの議あり。調査の進行如何に拠りては実行を
見るかも知れずとと報道偲.3の

16

29

30

9 6 「政友会と府県廃合及取引所闇題信己事、6日の協議員会でこの2問題については政府案に反対の立場で、臨時委員に
綱沓させ、践知こ府県廃合問題に就ては、地方党務の異同に関係tる頗る大なるを以て、其利害に付'十分調査をなし、
来る議会に於て政府が本案を提出せし場合の参老となし」と報道四.8)
「府リ,り充合調査」記事、行政整理にともなう府県廃合につき浮説に基づく「大騒ぎ」を憶測と批判し、「実際整理の当局
者は、単に地図上より幾何的分合を為すが如き粗漫のものにあらず、各地方のノ＼情、風俗、歴史、習ぜUよ固り、就中最
も地形上の便利に重きを置きて調査せしものなれぱ、夫の千葉、埼玉を束京に合せ、滋賀を京都に合tが如きは、或
は自然の結果なるべきも、四国を二県と為し、徳島、香川、愛媛の三県を合して丸亀県を置くが如きは、万之なき事に
して、多分香川を愛媛に合せて三県と為すべく、他も大概之に準ずべしと云ふものあり」と帳道四.17)
「府県廃合談の行悩店己事、「行政整理に伴ふ府県廃合に対しては、従来の歴史及匝しlt、人怯の異同により地方的大反
対あるのみならず、地方経済其他法律関係等より、特に数県を廃合したりとて、共経貿総額四十八万余円にして、財
政上より見るときは格別の整理にもあらざるべしとの理由にて、目下の所、尚未定に屈し居るが、多分見合わせとな
るべしとの説あり」と報道四.22)
「両政整理案の内容」記事、「府県の廃合は九州、四国、中国、近畿、東海道に亙りて、共県中,ぱ詳て帳じたる所と大差な
くー一去れども府県廃合問題は、地力の利害に大鬨係あるを以て、到底議会を通過せざるべしと」と報道四.2心

17

22

22

W 2 「府県廃合反対の一説」記事、「地方的鬨係を航れ財政上より反対する」説として、僅力司0余万刈の経賀喰簡御のために
「非常の匝U谷を異にせる郁族をーにし、同一なる命令の下に之を支配するは、策の得たるものに非ずと云ふに在り
と」と報道ao.2)
「内定の廃合府県」記事、『束京彰珀新閉』19船年10刈1日イ、ナと同内容の府県廃合案を耀道ao.2)
「府県廃合法律案」記事、「行政整理により府県廃合に関する法律案は、愈々第十九議会に提出する由なるが、其廃止
さるべき地の地方裁判所も伺様廃止さるべしと。而して其地名は、議会に提出tるまでは双方とも秘密になし置く
筈なりと」と報道(10.4)
「府県廃合と貴族院」記事、「府県廃合に就ては地方的感情より反対頗る多く、各代議士も反対に同佶を寄する者多き
を以て、貴族院は公平無利、に国家永遠の利害より観察し、決する所あらんとて、既に各団体の問題に上り居れり。尤
も同院の多数は、目下の政府案賛成の態度なりと云ふ」と報道(10.20。21円付にも再掲載)
「行政整理と法律改正案」記事、府県の廃合・裁判所の区画変更は議会の協贅を要tるため、それによる経費削減額
は来年度予算に計上されておらず、整理による経贄削減額も各種法律改正案が通過するか否かで増減tると報道
(10.21。22日付にも再・掲載)

20

21

Ⅱ 13 「府県廃合と選挙法其他」記事、「府県廃合に依り代議士の第一に苦辛するは選挙法なるが、右は其筋にても最も深長
に調査を加へたる由にて、其結果二、三名の代議士増加tる事となるべく、旦.府県制は尤も重大なる関係あるより地
方局にて調査し、孰れも廃合案と同時に議会に提出する由なるが、府県廃合は政府にても大反対あるべきを覚悟し、
十分に通過を予期し居らずといふ」と報道al.13)
「府県廃合に伴ふ一困莫御記事、閣議決定の府県十九か所について↓京案議会通過後に、各府県の吽打重の則産」の処分
について苦佶百出し、当局者も苦心するため、調査が急がれていると報道(Ⅱ.20)
「廃県反対知事への訓令」記事、「府県廃合指定の知事等は、府県の利害と云ふよりは寧ろ自己の糊口上より打算し
て、暗に人民を煽動し、廃県反対の声を幟にせしむる向もありやにて、内務省も初の程は黙認せしも、近頃は公然運
動に助力するものもあるより、斯くては形式的にもあれ政府の行政方針に反対するものなれぱ打棄置かれずとて、
両三H前、一片の内訓を発したりと」と報道al.29)

12 8 「県廃合の異動」記事、既報以後のー、二の変更点について、「山形県全部を秋田に合併する如く伝へられたるもの、今
は同県中米沢市及び置賜三郡を福島県に編入せらる、事となれり」と報じ、併せて東北六県の衆議院議員選挙区に
ついての「政府案」を報道a2.8)
「内務省提出法律案」記事、内務省が第十九議会に提出司、る法律案として、「府県廃合に関する法律案」ほかを報道
(12.12)

12

出典:『山陽新聞』19船年8月~ 12刃(岡山県立記録資料館所蔵マイクロフィルム)により作成。
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三
『
山
陰
新
聞
』
の
行
財
政
整
理
・
府
県
廃
合
計
画
に
対
す
る
謹
と

廃
合
対
象
県
に
関
す
る
報
道

島
根
県
松
江
市
で
発
行
さ
れ
て
い
る
『
山
陰
新
聞
』
は
、
「
松
江
新
聞
を
讓
り
註
安
松

て
般
を
改
革
し
、
題
号
を
改
め
、
紙
幅
を
広
め
、
更
ら
に
第
一
号
よ
り
隔
日
発
行
務
め

て
山
陰
の
改
良
を
謀
る
の
責
め
に
当
ら
む
こ
と
を
期
t
 
と
宣
言
し
て
、
一
ハ
ハ
ニ
年
五

月
一
日
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
福
岡
世
徳
は
そ
の
創
刊
号
に
「
印
刷
長
」
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
た
(
『
山
陰
新
聞
』
笋
号
ニ
ハ
ハ
ニ
年
五
月
一
日
)
。
『
山
陰
新
聞
』
は

以
後
、
自
由
党
系
自
由
民
権
運
動
か
ら
立
憲
政
友
会
に
至
る
政
治
的
系
統
の
主
張
を
貫
い

(
W
)

た
が
、
政
治
的
立
場
を
同
じ
く
す
る
福
岡
世
徳
は
、
従
っ
て
、
松
江
市
長
在
任
中
も
『
山

陰
新
聞
』
の
有
力
な
読
者
で
あ
っ
た
と
考
え
て
ょ
い
。

そ
の
『
山
陰
新
聞
』
は
、
【
表
3
】
に
示
し
た
と
お
り
、
一
九
0
三
年
八
月
二
二
日
か

ら
九
月
一
一
日
ま
で
、
三
政
の
整
理
」
と
題
す
る
一
 
0
回
の
連
一
誓
祝
を
掲
載
し
た
。

そ
の
需
の
各
回
の
題
名
と
要
旨
・
掲
載
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

(
一
)
整
理
の
大
綱
(
八
旦
三
旦

児
玉
内
務
大
臣
・
曾
禰
大
蔵
大
臣
・
清
浦
司
法
大
臣
に
ょ
る
整
理
事
業
策
定
を
歓
迎

し
つ
つ
、
「
緊
縮
」
と
「
整
理
」
は
異
な
る
と
し
て
、
冗
費
を
節
約
し
積
極
的
施
設

は
推
進
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

全
)
文
部
省
全
廃
の
議
(
二
三
旦

財
政
節
約
論
、
文
部
嘉
甫
・
露
詣
文
部
省
を
二
政
整
理
の
犠
牲
と
す
る
曹

反
駁
し
て
文
部
省
廃
省
論
を
批
判
し
、
「
吾
輩
は
寧
ろ
陸
海
軍
を
挙
け
て
之
れ
を
全

廃
し
、
以
て
平
和
の
率
先
者
た
る
を
以
て
自
ら
任
す
る
の
却
り
て
正
義
に
し
て
人
道

の
福
音
た
る
を
知
る
」
と
断
言
t
る
。

(
一
己
府
罷
合
の
議
(
二
七
旦

箔
・
通
信
・
話
の
発
達
、
北
海
道
及
び
台
湾
各
県
の
面
積
と
の
比
較
を
根
拠
と

し
て
、
府
県
廃
合
計
画
は
早
計
で
は
な
い
と
し
、
「
山
陰
道
の
如
く
、
北
海
道
・
台

湾
に
比
し
て
尚
交
通
運
輸
の
不
便
な
る
も
の
あ
る
に
も
せ
よ
、
府
旧
露
合
は
必
至
の

趨
勢
な
り
と
断
す
る
に
於
て
、
吾
輩
は
未
た
其
不
可
な
る
を
知
ら
さ
る
な
り
」
と
す

る
。

(
四
)
府
喝
虜
合
の
議
(
承
芭
全
八
旦

さ
ら
に
、
財
政
上
よ
り
す
る
府
旧
露
合
の
効
果
を
認
め
た
上
で
、
府
旧
露
合
と
と
も

に
知
事
の
権
限
拡
張
、
警
部
長
の
廃
止
と
知
事
に
ょ
る
そ
の
権
限
の
兼
併
、
効
果
の

な
い
参
事
官
の
廃
止
を
主
張
t
る
。
そ
し
て
、
府
器
合
の
困
難
を
予
測
し
て
、
人

佶
・
風
俗
・
一
父
通
・
一
連
輸
に
配
慮
し
た
廃
合
推
進
を
求
め
る
。

(
五
郡
制
廃
止
の
議
(
九
月
二
旦

中
間
機
関
と
し
て
の
郡
衙
の
廃
止
と
そ
の
経
費
の
府
県
・
町
村
へ
の
配
分
を
主
張
t

る
。

夫
)
補
助
費
削
減
の
議
(
三
旦

当
該
事
業
が
「
保
護
に
馴
れ
て
独
立
t
る
こ
と
能
は
さ
る
」
よ
う
に
な
る
補
助
費
は

削
減
す
べ
し
と
主
張
す
る
。

(
七
)
地
方
費
節
約
の
議
(
五
旦

「
財
政
の
緊
は
地
方
に
存
t
る
」
、
「
地
方
苛
め
の
中
央
温
り
の
最
も
其
可
を
見
ざ

る
は
論
な
し
」
と
の
立
場
か
ら
、
地
方
の
財
源
を
酒
養
す
る
た
め
に
実
・
地
方
が

節
約
の
連
帯
責
任
を
負
う
こ
と
を
求
め
る
。

(
八
)
地
方
費
節
約
の
議
(
承
前
)
(
六
旦

倭
事
業
の
拡
張
が
「
政
党
政
派
の
其
私
を
済
さ
ん
と
t
る
」
に
因
る
と
し
て
批
判

し
、
前
述
の
惑
費
節
需
を
再
竿
る
。

(
九
)
地
方
費
節
約
の
議
(
承
前
)
(
九
旦
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府
髭
合
と
と
も
に
市
町
村
合
併
を
主
張
し
、
さ
ら
に
、
地
租
割
の
制
限
超
過
に
限

度
を
設
定
す
る
こ
と
、
「
細
民
の
其
徳
に
浴
す
る
も
の
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
戸
数
割

な
る
一
種
の
人
頭
税
も
亦
大
に
節
約
」
 
t
べ
し
と
主
張
す
る
。

(
十
)
結
論
(
三
旦

「
唯
単
に
歳
入
出
の
均
衡
さ
へ
数
字
の
上
に
相
均
し
か
ら
し
む
れ
は
足
れ
り
と
す
る
」

政
府
の
二
政
整
理
策
を
批
判
し
、
「
財
政
整
理
の
要
と
す
る
処
は
民
の
膏
血
を
浪

消
せ
ざ
る
に
在
り
て
、
即
ち
生
産
的
に
之
を
利
用
」
 
t
る
こ
と
を
求
め
る
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
桂
内
閣
の
行
財
政
整
理
策
を
数
字
合
わ
せ
と
批
判
し
、
府
旧
虜
合

地
方
費
節
約
を
重
点
に
、
積
極
的
な
二
窒
理
即
ち
、
府
県
費
・
補
助
金
を
削
減
し
て

生
産
的
経
費
を
拡
充
す
る
こ
と
で
地
方
を
「
酒
養
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
陸
海
軍
を
全
廃
し
て
「
平
和
の
率
先
者
た
る
」
こ
と
を
求
め

る
と
い
う
急
進
的
な
主
張
も
展
開
し
て
い
た
。

『
山
陰
新
聞
』
が
、
こ
の
よ
う
な
論
調
の
中
で
、
桂
内
閣
の
「
府
県
廃
置
法
律
安
ざ
と

同
様
の
理
由
も
根
拠
と
し
て
、
府
県
の
廃
合
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
加

え
て
、
次
に
述
べ
る
『
山
陰
新
聞
』
記
事
「
府
器
合
と
本
県
」
か
ら
す
れ
ば
、
島
根
県

が
鳥
取
県
に
併
合
さ
れ
る
と
い
う
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
福
岡
世
徳
市

長
は
、
こ
の
よ
う
な
『
山
陰
新
聞
』
の
社
説
を
読
み
、
島
根
県
は
廃
県
と
い
う
情
報
に
も

恐
ら
く
接
し
た
上
で
、
三
政
の
整
理
」
の
邑
畑
」
が
掲
載
さ
れ
た
六
日
後
に
東
京
に

向
け
て
出
発
し
た
訳
で
あ
る
。

福
岡
世
徳
市
長
が
在
京
中
の
九
月
二
三
日
、
『
山
陰
新
聞
』
は
、
需
「
府
晶
合
の
予
想
」

で
、
「
府
県
廃
△
口
は
正
し
く
其
時
な
る
べ
し
」
、
「
府
県
廃
△
口
は
・
・
・
・
・
・
如
何
に
之
れ
を
廃
△
口

せ
ぱ
、
地
理
・
人
情
・
風
俗
・
一
父
通
等
よ
り
し
て
、
基
且
し
き
に
適
す
る
か
の
問
題
に
し
て
、

廃
合
の
可
否
は
已
に
決
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
見
る
も
不
可
な
し
」
と
断
t
た
上
で
、
政

府
が
府
晶
合
に
ょ
っ
て
議
会
を
操
縦
し
、
増
税
と
交
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
し
、

「
政
党
者
流
の
未
だ
容
易
に
廃
合
の
可
否
を
言
は
ざ
る
も
の
」
と
の
批
判
も
展
開
し
た
。
『
山

陰
新
聞
』
は
、
こ
の
よ
う
に
桂
太
郎
内
閣
の
行
財
整
理
務
と
そ
の
一
環
と
し
て
の
府

旧
虜
合
計
画
を
原
理
需
に
検
証
す
る
一
力
府
器
合
の
具
体
案
に
関
す
る
情
報
も
伝

え
て
い
た
。

と
の
後
の
一
 
0
月
一
日
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
が
廃
合
府
県
に
関
す
る
具
体
的
情
報
を

伝
え
た
中
で
、
「
山
陰
道
の
島
根
鳥
取
二
県
は
小
県
な
れ
ど
も
交
通
不
便
の
為
め
其
儘

介
)

存
置
す
る
筈
な
り
と
」
と
報
じ
た
が
、
こ
の
記
事
は
、
そ
の
翌
々
日
の
一
 
0
月
三
日
、
『
山

陰
新
聞
』
に
「
廃
合
の
府
県
一
と
題
し
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
前
日
の
一
 
0
月
二
日
、
「
府
琵
合
と
本
県
」
と
題
す
る
次
の
記
事
が
『
山
陰
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
。

府
県
廃
合
の
結
果
本
県
を
鳥
取
県
に
併
合
す
る
が
如
く
伝
ふ
る
も
の
あ
り
し
、

其
実
は
鳥
取
県
を
廃
し
て
本
県
に
合
す
る
の
地
理
上
其
当
を
得
た
る
も
の
あ
る
よ

し
。
両
県
を
合
併
す
る
は
事
実
な
る
、
行
政
機
関
の
重
要
な
る
も
の
は
依
然
と

し
て
当
市
を
中
心
と
す
る
予
定
な
る
か
如
し
と
東
京
よ
り
社
友
の
許
へ
来
信
す
る

も
の
あ
り
き
(
『
山
陰
新
聞
』
一
九
0
三
年
一
 
0
月
二
日
付
)

以
上
の
検
討
か
ら
、
福
岡
世
徳
市
長
が
東
京
に
向
け
て
出
発
す
る
前
の
『
山
陰
新
聞
』

は
、
桂
内
閣
の
行
財
政
整
理
政
策
に
対
し
て
八
月
末
か
ら
長
大
な
社
説
需
評
を
加
え

た
中
で
府
県
廃
合
に
賛
成
し
て
お
り
、
府
県
廃
合
の
具
体
計
画
に
関
し
て
も
島
根
県
を

鳥
取
県
に
併
合
す
る
と
の
情
報
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
福
岡
世
徳
市
長
が
在
京
中

の
一
 
0
月
一
日
に
『
東
京
朝
日
新
聞
』
や
こ
れ
に
続
く
『
山
陰
新
聞
』
の
報
道
か
ら
、

島
根
県
の
廃
県
や
松
江
市
か
ら
の
県
庁
移
転
は
な
い
と
の
見
込
み
が
生
じ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
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四
福
岡
世
徳
・
松
江
市
長
の
上
京
活
動

以
上
の
よ
う
な
、
笋
次
桂
太
郎
内
閣
が
行
財
整
理
の
一
環
と
し
て
計
画
し
た
府
県

廃
合
を
め
ぐ
る
新
聞
報
道
そ
の
中
で
廃
県
・
分
割
が
予
想
さ
れ
る
覧
の
反
対
運
動
の

(
υ
)

展
開
の
中
で
、
福
岡
世
徳
市
長
は
上
京
し
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
た
。

福
岡
世
徳
市
長
は
、
「
明
治
三
十
六
年
九
月
十
七
日
松
江
出
発
、
府
県
廃
合
問
題
付
上

京
、
同
二
十
日
東
京
へ
着
麹
町
相
模
屋
二
投
宿
。
十
月
六
日
東
京
出
発
、
同
九
日
帰
松

ス
」
と
い
う
日
程
で
、
東
京
で
の
活
動
を
展
開
し
た
(
福
岡
世
徳
『
備
忘
録
』
)
。
次
に
掲

げ
た
【
表
7
)
は
、
東
京
(
新
橋
)
到
着
か
ら
帰
松
の
た
め
の
東
京
出
発
ま
で
に
、
市
長

が
訪
闇
し
、
来
訪
を
受
け
、
ま
た
連
絡
を
と
つ
た
全
て
の
人
物
を
、
そ
の
属
性
別
に
整
理

し
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
併
せ
て
、
【
表
7
】
に
示
し
た
各
訪
問
者
が
福

岡
世
徳
市
長
の
依
頼
に
応
え
て
収
隹
木
・
提
供
し
た
情
報
を
『
在
京
日
記
』
の
張
か
ら
抜

き
出
し
て
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
【
史
料
】
福
岡
世
徳
市
長
が
上
京
活
串
に
入
手
し
た
纂
(
【
表
7
】
の
倒
S
閣
)
〕

①
各
情
報
提
供
者
の
肩
書
は
戦
前
期
官
僚
制
研
究
会
編
/
秦
郁
彦
著
『
戦
前
期
日
本
官
僚

制
の
制
度
・
椴
・
人
古
争
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
一
午
遠
山
待
・
{
女
達
淑
子

編
薯
『
近
代
日
本
政
治
史
必
携
』
岩
波
書
店
一
九
六
一
年
(
こ
と
で
は
一
九
七
一
年
刊

行
の
第
7
刷
を
利
用
)
、
衆
議
院
・
参
議
院
編
刊
『
議
会
制
度
百
年
史
衆
議
院
院
内
会
派

編
』
及
び
葬
麥
制
度
百
年
史
衆
議
院
議
員
名
鑑
』
一
九
九
0
年
に
ょ
る
。

②
氏
名
の
後
の
日
付
は
、
『
在
京
,
記
』
記
載
月
日
。

園
吊
用
漢
字
に
な
い
文
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
、
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。
〕

猶
西
園
寺
公
ノ
馨
ヲ
以
テ
蕪
理
大
臣
二
面
会
ノ
御
見
込

冕
料
2
】
若
槻
礼
次
郎
大
蔵
書
記
官
兼
参
事
官
(
九
旦
三
旦

府
県
ノ
廃
合
ハ
不
可
ナ
キ
モ
現
今
ノ
如
ク
自
治
制
ノ
儘
三
プ
ハ
、
之
ヲ
廃
合
ス
ル

モ
各
国
自
カ
ラ
利
害
ヲ
異
ニ
ス
レ
ハ
、
円
満
二
地
方
ヲ
益
ス
ル
能
ハ
ス
。
故
二
、
廃

合
ス
ル
ナ
レ
ハ
、
自
治
制
ヲ
改
メ
、
鄭
ハ
政
府
ノ
出
張
所
ノ
如
ク
シ
、
長
官
ノ
権

＼
、

ノ

限
ヲ
拡
メ
、
哩
公
蔦
寺
ヲ
廃
ス
レ
ハ
{
夫
効
ア
ル
ヘ
シ
。
然
レ
ト
モ
、
現
政
府
ハ
自
治
制

ノ
儘
二
廃
合
ス
ル
見
込
ナ
ラ
ン
モ
之
ヲ
議
会
二
提
出
ソ
、
議
会
ノ
反
対
ア
レ
ハ
強

テ
之
ヲ
貫
ク
ト
云
フ
程
ノ
勇
気
ハ
無
カ
ル
可
久
所
需
会
操
縦
ノ
方
略
ナ
ル
ヘ
ク
、

議
会
二
於
テ
モ
反
対
多
久
到
底
衆
議
院
ヲ
通
過
ス
ル
コ
ト
難
カ
ル
ヘ
シ
。
故
二
、

松
江
ノ
哩
芹
ヲ
他
二
移
サ
レ
ン
コ
ト
ヲ
防
ク
ニ
ハ
、
非
廃
合
論
ヲ
唱
フ
ル
方
利
ナ
ル

＼
、

ノ

ヘ
シ
云
々

【
史
料
1
】

大
浦

松
平
直
亮
伯
爵
(
旧
松
江
藩
主
蚕
主
)
の
「
御
話
ノ
先
」
(
九
旦
三
旦

松
方
松
浦
内
務
秘
書
官
西
園
寺
公
等

【
史
料
3
】
松
平
子
爵
(
九
月
二
五
旦

府
喧
虜
合
按
ハ
政
府
ヨ
リ
提
出
ス
ヘ
シ
。
併
シ
烟
草
製
造
専
売
按
ヲ
通
過
セ
シ
ム
ル

為
メ
ノ
掛
引
按
ナ
ル
ヘ
シ
云
々

又
久
保
田
文
部
大
臣
ノ
新
任
モ
ニ
、
一
ラ
大
臣
力
決
定
セ
シ
予
算
三
ブ
実
行
ス
ヘ

シ
ト
ノ
条
件
付
ノ
由
云
々

(
3
)

【
史
料
4
】
山
口
宗
義
日
本
銀
行
理
事
(
九
月
二
六
旦

例
ノ
件
、
大
蔵
絵
窃
長
官
二
就
キ
探
リ
見
タ
ル
ニ
、
実
際
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
＼
如
シ
。

大
蔵
省
二
於
テ
ハ
予
算
ノ
側
二
於
テ
金
額
ヲ
定
メ
、
其
金
額
内
二
於
テ
廃
合
ヲ
為
ス

次
第
三
ブ
、
何
県
ヲ
廃
シ
テ
何
県
二
合
ス
ル
等
ノ
事
ハ
関
係
無
シ
。
尓
シ
府
県
ノ
廃

合
按
ヲ
帝
国
議
会
二
提
出
ス
ル
事
ハ
決
定
シ
居
ル
モ
く
如
ク
ナ
レ
ト
モ
未
ダ
枢
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密
院
ノ
議
一
ス
付
セ
ラ
レ
ス
、
此
先
キ
枢
密
院
二
於
テ
不
同
意
ア
レ
ハ
格
別
、
否
ラ

サ
レ
ハ
内
閣
内
定
ノ
儘
議
会
二
提
出
セ
ラ
ル
ヘ
シ
。
而
シ
テ
、
佐
賀
奈
良
宮
崎

福
井
四
国
ノ
或
ル
県
ノ
如
キ
ハ
、
廃
県
卜
為
ル
ヘ
シ
。
中
国
ノ
県
ハ
毫
モ
知
レ
ス
。

廃
県

或
ハ
ー
無
カ
ラ
ン
モ
難
計
、
兎
二
角
是
以
上
ノ
事
ハ
知
レ
ス
。
猶
他
ノ
方
法
ヲ
以

テ
聞
合
セ
、
分
リ
次
第
報
知
ス
ヘ
シ
云
々

【
史
料
5
】
梅
謙
次
郎
法
政
大
学
総
理
(
九
打
二
八
旦

吉
原
地
方
局
長
二
内
々
問
フ
タ
ル
ニ
、
島
根
県
、
鳥
取
△
屏
ノ
議
モ
始
メ
ニ
ハ
有
之

シ
モ
、
遂
二
其
議
ハ
止
ミ
タ
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
多
分
心
配
ハ
有
之
間
敷
ト
ノ
事
ナ
リ

＼
、

ノ

シ
ヲ
以
テ
、
猶
万
一
合
併
ノ
議
ア
ル
モ
#
ノ
所
在
地
ノ
事
ハ
能
々
話
シ
置
キ
タ

レ
ハ
、
将
来
若
シ
変
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
通
知
シ
呉
ル
~
都
合
ナ
レ
ハ
、
其
際
ニ
ハ
内
報

＼
、

ノ

ス
ヘ
シ
ト
ノ
事

貫
料
8
】
元
田
棗
議
院
議
員
(
立
憲
政
友
会
・
大
分
県
選
出
)
(
九
月
三
0
旦

大
分
県
モ
廃
ス
ル
ト
ノ
説
ア
レ
ト
モ
分
明
ナ
ラ
ス
。
島
根
鳥
取
合
併
ノ
事
ハ
、

仮
<
嶌
根
ヲ
廃
ス
ル
モ
鳥
取
二
斧
ヲ
置
ク
コ
ト
ハ
万
々
ア
ル
可
カ
ラ
ス
。
鄭
ハ

必
米
子
ナ
ル
ヘ
シ
。
米
子
ハ
中
国
鉄
道
モ
曇
兄
通
ス
ル
ナ
ル
へ
久
且
ツ
、
甲
県
ヲ

廃
シ
テ
乙
県
二
合
ス
ル
ト
云
フ
ハ
、
甲
県
ハ
非
常
二
感
情
ヲ
悪
シ
ク
ス
ル
ヲ
以
テ
、

寧
口
両
県
ヲ
廃
シ
新
夕
一
二
県
ヲ
置
ク
コ
ト
~
ナ
レ
ハ
、
双
方
ノ
博
ハ
大
二
緩
和

＼
、

ノ

ス
。
兎
二
角
話
ノ
次
第
ハ
承
ハ
レ
リ
ト
ノ
コ
ト
。
大
分
県
モ
之
ヲ
廃
ス
ル
ト
ス
レ

＼
、

ノ

福
岡
県
二
合
併
ハ
不
同
意
ナ
リ
云
々

貫
料
6
】
原
田
赳
繁
議
院
議
員
帯
国
党
・
隠
岐
選
出
)
(
九
月
二
八
旦

府
罷
合
ノ
事
ハ
政
府
ヨ
リ
ハ
提
案
ス
ヘ
キ
モ
、
議
会
二
於
テ
ハ
通
過
セ
サ
ル
ヘ
シ
。

猶
若
島
根
鳥
取
合
併
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
ハ
、
県
庁
移
転
論
ハ
必
ス
起
ル
ヘ
キ
モ

＼
、

ノ

費
用
ノ
点
二
於
テ
其
議
行
ハ
ル
＼
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
シ
云
々

【
史
料
7
】
大
浦
兼
武
逓
信
大
臣
(
元
島
根
県
知
事
)
(
九
月
二
九
旦

鉄
道
ノ
コ
ト
ハ
、
是
迄
局
外
ヨ
リ
見
テ
モ
山
陰
道
ノ
不
便
ナ
ル
コ
ト
ハ
大
二
感
セ
シ

マ
一

所
今
其
局
二
当
ル
以
上
ハ
、
経
済
ノ
許
ス
限
リ
速
二
敷
敷
ス
ル
コ
ト
ヲ
図
ル
考
ナ

リ
云
々

此
度
ノ
行
政
整
理
ハ
、
内
閣
二
於
テ
面
家
百
午
ノ
計
ヲ
立
テ
、
苗
モ
是
卜
信
セ
シ

コ
ト
、
仮
令
如
何
ナ
ル
篠
二
逢
フ
モ
屈
ス
ル
コ
ト
無
ク
之
ヲ
貫
ク
覚
悟
、
府
旧
露

合
ノ
如
キ
ハ
内
務
ノ
主
管
ナ
レ
ハ
、
未
ダ
其
成
按
ハ
聞
カ
サ
レ
ト
モ
是
迎
モ
内
閣

二
於
テ
決
定
セ
シ
以
上
、
運
動
等
ノ
為
メ
決
シ
テ
動
ク
コ
ト
無
シ
云
々

猶
四
国
ノ
各
旧
虜
合
ノ
事
新
聞
二
上
ル
ヤ
各
条
議
院
議
員
上
京
シ
テ
運
動
ヲ
始

メ
、
最
初
、
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
ノ
三
県
ヲ
△
ロ
シ
、
丸
亀
二
樺
ヲ
置
ク
ト
ノ
事
新

閉
紙
二
掲
ク
ル
ヤ
香
川
県
ノ
有
志
者
ハ
賛
成
ノ
意
ヲ
表
セ
シ
之
其
後
更
二
徳
島

県
ハ
存
置
シ
、
愛
媛
、
香
川
ノ
両
県
ヲ
合
シ
、
松
山
二
斧
ヲ
置
ク
ト
ノ
事
新
聞
紙

二
掲
ケ
タ
ル
ト
キ
ニ
ハ
、
香
川
県
ノ
運
響
ハ
忽
チ
反
対
ノ
運
動
ヲ
始
メ
タ
リ
。
如

＼
、

ノ

此
各
県
運
動
委
員
ノ
管
二
依
テ
内
閣
力
動
ク
様
ノ
コ
ト
三
三
モ
効
ヲ
奏
ス

ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
云
々

【
史
料
9
】
江
原
素
六
衆
議
院
議
員
(
立
憲
政
友
会
・
東
京
市
選
出
)
(
九
村
三
0
旦

府
器
合
ノ
事
ハ
未
ダ
政
府
調
査
ノ
内
容
モ
閉
カ
ス
、
本
会
二
於
テ
モ
冬
議
員
撰

挙
ノ
為
メ
各
地
二
出
張
等
三
ブ
未
ダ
調
査
会
ヲ
開
カ
ス
。
然
レ
ト
モ
、
両
三
日
内
二

ハ
調
査
会
ヲ
モ
開
キ
、
猶
政
府
ノ
内
容
モ
探
ク
ル
積
り
ナ
レ
ハ
、
知
レ
タ
ル
上
ハ
通

＼
、

ノ

知
ヲ
為
ス
へ
久
且
ツ
、
可
相
底
賀
ノ
利
益
二
尽
カ
ス
ヘ
シ
云
々
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貫
料
聖
櫻
井
駿
衆
議
院
議
員
(
立
憲
政
友
会
・
兵
庫
県
選
当
(
一
0
旦
旦徒

フ

一
而
方
ノ

一
己
ト
シ
テ
ハ
府
旧
露
合
ハ
同
意
ナ
レ
ト
モ
今
之
力
小
廃
合
ヲ
為
ス
ハ
ー

騒
擾
ヲ
来
ス
ノ
ミ
三
ブ
不
得
策
ナ
リ
。
{
芋
口
今
少
シ
交
通
ノ
便
開
ケ
タ
ル
上
、
大
廃

合
ヲ
行
ヒ
、
道
庁
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
置
キ
、
郡
役
所
ヲ
廃
シ
テ
便
宜
ノ
地
二
支
庁
ヲ
置

キ
、
町
村
制
ヲ
改
正
シ
テ
町
村
ヲ
△
屏
シ
、
町
村
長
ハ
有
給
ノ
制
卜
為
シ
、
三
十
円

乃
至
四
十
円
ノ
月
俸
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
~
ス
レ
ハ
、
其
人
ヲ
得
ル
コ
ト
モ
難
カ
ラ
サ
ル

＼
、

ノ

ヘ
シ
(
郡
長
俸
給
四
十
五
万
円
郡
役
所
平
均
一
郡
役
所
八
千
円
府
県
費
七
百
万

円
云
々
)

是
レ
自
己
ノ
意
見
ナ
ル
カ
政
府
二
於
テ
ハ
府
県
ノ
廃
合
ハ
之
ヲ
断
行
シ
、
其
範
囲

シ

十
五
県
ヲ
廃

置
ス
ル
コ
ト
ニ
内
定
セ
シ
ヤ
ニ
聞
ク
。
然
レ
ト
モ
政
府
ノ
死
活
問
題
ト
ハ
為
ラ
サ
ル

ベ
シ
。
島
根
鳥
取
ノ
如
キ
ハ
廃
合
ノ
内
二
加
ハ
リ
居
ル
ヤ
否
不
明
ナ
リ
。
若
シ
之

ヲ
廃
合
ス
ル
コ
ト
＼
為
レ
ハ
、
昂
移
転
ノ
問
題
ハ
随
テ
起
ル
ヘ
シ
。
御
話
ノ
●
是

＼
、

ノ

ハ
委
細
承
知
セ
リ
云
々

冕
料
Ⅱ
】
山
口
宗
義
日
本
銀
行
理
事
(
一
 
0
月
一
旦

シ
メ
ン

政
府
側
二
於
テ
モ
府
器
合
案
ハ
必
提
出
ナ
ル
ヘ
キ
モ
必
ス
通
過
セ
ー
ト
ノ

ト
ノ
意
思
ア
ル
ニ
ア
ラ
ス
。
猶
久
保
田
ガ
文
部
大
臣
卜
為
り
シ
ニ
付
、
自
然
様
子
ヲ

探
ル
コ
ト
モ
出
来
得
ル
ナ
ラ
ン
ト
、
歓
二
托
シ
訪
問
セ
シ
モ
、
始
終
来
人
ア
リ
テ
遂

ニ
ロ
出
シ
出
来
ス
。
何
レ
時
機
ヲ
見
テ
探
リ
報
知
ス
ル
所
ア
ル
ヘ
シ
云
々
。
且
ツ
本

日
ノ
朝
日
新
聞
二
府
旧
虜
合
ノ
コ
ト
ニ
付
記
事
ア
リ
シ
ト
テ
、
該
新
聞
ヲ
贈
ラ
レ
タ

【
史
料
E
 
松
平
直
亮
伯
爵
(
一
0
月
三
旦

昨
日
松
方
伯
ヲ
訪
ヒ
尋
ネ
見
タ
ル
モ
府
罷
合
ノ
事
ハ
聞
居
ル
モ
何
府
県
ヲ
廃

合
ス
ル
ト
ノ
事
ハ
未
ダ
聞
カ
ス
。
問
合
セ
タ
ル
上
報
ス
ヘ
シ
ト
ノ
事
ナ
レ
ハ
、
知
レ

＼
、

ノ

次
第
報
知
ス
ヘ
ク
、
若
シ
不
利
益
ノ
事
ア
レ
ハ
頼
厶
積
り
ナ
リ
。
猶
西
園
寺
公
ヲ
モ

明
日
ハ
訪
フ
積
り
ナ
リ
云
々

貫
料
E
 
『
東
京
朝
日
新
聞
』
記
事
の
筆
写
(
一
 
0
月
一
日
付
、
同
日
夜
)

朝
日
新
聞
記
事

0
 
0
 
0

行
夢
釜
理
ノ
結
果
廃
合
セ
ラ
ル
~
府
県
ハ
十
ハ
ケ
所
ニ
シ
テ
、
内
埼
玉
県
ヲ
廃
シ

0
 
0

0
 
0

0
 
0

テ
東
京
府
二
合
併
シ
、
茨
城
県
ヲ
千
葉
二
、
山
形
県
ヲ
秋
田
県
二
、
滋
賀
県
ヲ
京
都

0
 
0

0
 
0

0

0

O
 
C

府
二
、
奈
良
県
ヲ
大
阪
府
二
、
香
川
県
ヲ
愛
置
二
、
山
口
県
ヲ
広
島
県
二
、
佐
賀

0
 
0

県
ヲ
長
崎
県
二
、
宮
崎
県
ヲ
鹿
児
島
県
一
△
口
併
ス
ル
コ
ト
丈
ハ
略
確
実
ナ
ル
モ
ノ
＼

0

0

如
シ
。
此
外
聖
県
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
モ
内
定
シ
居
レ
ト
、
之
ヲ
東
京
府
二
合
ス
ル
カ

0
 
0

一
、
一

静
岡
県
又
ハ
神
奈
川
県
二
合
ス
ル
カ
分
明
ナ
ラ
ス
。
又
岐
阜
県
ヲ
愛
知
旦
一
△
口
併
シ
、

0
 
0
 
0

0
 
0

大
分
県
ヲ
福
岡
県
若
ク
ハ
熊
本
県
二
、
和
歌
山
県
ヲ
両
分
シ
テ
其
一
部
ヲ
三
重
二
、

0

0

0
 
0

0
 
0

一
部
ヲ
大
阪
府
二
移
シ
、
福
井
、
石
川
、
富
山
ノ
三
県
ヲ
一
県
若
ク
ハ
ニ
県
二
減
シ
、

0
 
0

0
 
0

栃
木
、
群
馬
二
県
ヲ
何
レ
カ
一
方
二
合
併
ス
ヘ
シ
ト
ノ
説
ア
ル
モ
未
ダ
確
報
ス
ル

0

0

0
 
0

ヲ
得
ス
。
尚
、
山
陰
道
ノ
島
根
、
鳥
取
二
県
ハ
、
小
県
ナ
レ
ト
モ
交
通
不
便
ノ
為
メ

(
リ

其
儘
存
知
ス
ル
筈
ナ
リ
ト
(
圏
点
は
原
文
の
ま
ま
)

而
シ
テ
郡
役
所
ハ
之
ヲ
存

リ

【
史
料
H
】
松
平
子
爵
(
一
0
月
四
旦

清
浦
二
面
会
ノ
節
之
ヲ
問
ヒ
、
府
県
廃
合
ヲ
実
行
ス
ル
ト
ノ
事
ハ
聞
キ
タ
ル
モ

他
二
同
席
者
モ
有
之
何
府
県
ヲ
廃
合
ス
ル
ヤ
ハ
之
ヲ
聞
ク
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
。
其

イ
Y

他
内
務
省
地
方
局
在
勤
ノ
大
東
某
二
問
フ
タ
ル
、
廃
合
府
県
ノ
内
、
君
ノ
県
ノ
名
ハ
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無
カ
リ
シ
様
覚
ユ
ト
ノ
事
ナ
リ
シ
モ
、
此
人
ハ
新
タ
ニ
地
方
局
二
入
り
タ
ル
モ
ノ
ナ

レ
ハ
、
敢
テ
之
ヲ
信
シ
難
シ
。
此
件
ハ
次
ノ
議
会
ノ
問
題
卜
為
ル
コ
ト
無
キ
モ
将

来
必
ス
起
ル
ヘ
キ
問
題
ナ
レ
ハ
、
常
二
之
ヲ
心
二
留
メ
テ
図
ル
所
ア
ル
ヘ
シ
云
々
。

猶
地
方
ノ
諸
氏
三
且
敷
頼
ム

【
史
料
曹
松
平
直
亮
伯
爵
(
一
0
月
五
旦

松
江
、
米
子
ノ
戸
数
人
口
及
銀
行
、
会
社
、
物
産
等
ヲ
取
調
、
送
付
ス
ヘ
キ
棚

依
托
ア
リ
。
猶
松
方
始
メ
其
外
ノ
返
答
知
レ
次
第
通
知
ス
。
佐
藤
三
島
等
へ
宜
敷

ト
ノ
御
伝
言
ア
リ

こ
の
【
表
6
】
と
【
史
料
1
】
S
【
史
料
苫
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
福
岡
世
徳
市
長
が
訪
問
し
た
相
手
を
見
る
と
、
こ
れ
を
、
松
江
市
・
島
根
県

関
係
者
政
友
会
関
係
者
閣
僚
そ
の
他
(
未
詳
)
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
中
、
今
回
の
上
京
活
動
で
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
松
江
市
・
島
根
県
関

係
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
松
江
市
・
島
根
県
関
係
者
に
は
松
平
直
亮
伯
爵
な
ど
哩
潘
王
家

に
連
な
る
人
々
、
千
家
尊
福
男
爵
の
よ
う
に
出
雲
大
社
大
宮
司
で
あ
り
な
が
ら
、
元
老
院

議
官
か
ら
貴
族
院
議
員
文
部
省
普
通
学
務
局
長
を
経
て
埼
玉
・
静
岡
県
知
事
に
任
じ
、

一
八
九
八
年
以
来
東
京
府
知
事
の
職
に
あ
っ
て
内
務
省
の
地
方
行
政
事
情
に
明
る
い
者

園
山
勇
前
衆
議
院
議
員
の
よ
う
に
自
由
民
権
運
動
以
来
の
盟
友
で
あ
る
者
若
槻
礼
次
郎

(
大
蔵
書
記
{
晶
参
事
官
)
・
梅
謙
次
郎
帯
国
大
学
法
科
大
学
長
内
閣
晶
局
長
文

部
省
総
務
長
官
な
ど
を
経
て
法
政
大
学
総
理
)
の
よ
う
な
官
界
・
大
学
界
の
要
路
に
あ
る

者
山
口
宗
義
日
本
銀
行
理
事
の
よ
う
な
金
融
経
済
界
の
要
職
に
あ
る
者
な
ど
、
情
報

収
集
・
陳
情
に
は
極
め
て
好
都
合
な
人
々
が
お
り
(
こ
の
外
、
大
浦
兼
武
逓
信
大
臣
も

一
八
九
三
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
島
根
県
知
雫
あ
っ
た
)
、
ま
た
、
・
災
際
に
彼
ら
は
、

そ
の
立
場
と
人
脈
を
活
用
し
て
具
体
的
情
報
を
入
手
し
、
福
岡
世
徳
市
長
に
提
供
し
て
い

た
。
福
岡
世
徳
は
、
そ
の
多
く
か
ら
、
徐
す
る
よ
う
に
具
体
的
で
確
度
の
高
い
情
報
を

得
て
い
る
の
だ
が
、
『
在
京
日
記
』
の
張
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
福
岡
世

翁
)

徳
市
長
に
示
し
た
好
意
的
な
誓
は
注
目
に
値
す
る
。

そ
し
く
そ
の
中
で
、
松
平
直
亮
伯
爵
が
福
岡
世
徳
に
示
し
た
厚
遇
に
は
特
筆
す
べ

(
W
)

き
も
の
が
あ
っ
た
。
九
月
二
0
日
午
前
七
時
五
五
分
に
新
橋
に
到
着
し
た
福
岡
世
徳
市

(
Ⅱ
)

長
は
、
恐
ら
く
別
件
の
用
務
も
あ
っ
た
高
橋
慶
太
郎
を
直
ぐ
さ
ま
訪
ね
、
高
橋
義
比
助
役
、

在
京
の
子
息
福
岡
禄
太
郎
に
到
着
通
知
を
出
し
た
後
で
宿
所
に
入
り
、
そ
の
日
の
夕
方
、

第
一
の
訪
問
先
と
し
て
松
平
直
亮
伯
爵
を
訪
ね
て
「
上
京
ノ
事
件
ヲ
言
上
」
し
、
伯
爵
か

ら
「
夜
食
ノ
饗
ヲ
受
ケ
」
て
い
た
。
福
岡
世
徳
市
長
も
ま
た
、
伯
爵
と
の
特
別
な
関
係
に

加
え
、
翌
一
九
0
四
年
一
月
に
は
貴
族
院
議
員
と
な
る
よ
う
な
(
『
議
会
制
度
百
年
史

姦
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
)
、
そ
の
政
治
力
と
人
脈
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
上
京
活
動
か
ら
は
上
述
の
訪
問
者
か
ら
確
雫
き
る
福
岡
世
徳
市
長

の
多
様
な
「
人
脈
」
が
確
墾
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訪
問
者
自
身
が
、
福
岡

松
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
脈
」
を
利
用
し
て
情
報
収
集
に
努
め
て
い
た
こ
と
も
分

か
る
。
こ
の
点
で
重
要
な
の
は
、
前
述
の
松
平
直
亮
伯
爵
の
動
き
で
あ
る
。
上
京
初
日
の

タ
刻
、
福
岡
世
徳
市
長
の
要
請
を
う
け
た
松
平
直
亮
は
、
直
ぐ
さ
ま
行
動
を
起
こ
し
、
翌

日
は
自
ら
出
か
け
て
、
【
史
^
1
】
に
示
し
た
と
お
り
、
九
月
二
二
日
に
逓
^
大
臣
に
就

任
し
た
ぱ
か
り
の
大
浦
兼
武
(
元
島
根
県
知
事
)
、
松
方
正
釜
弐
松
浦
内
務
秘
皇
忌
貝
西

園
寺
公
望
と
連
絡
を
と
り
、
さ
ら
に
西
園
寺
公
望
の
添
書
を
得
て
桂
太
郎
総
理
大
臣
に
面

会
す
る
見
込
も
立
つ
状
況
を
作
り
出
し
た
。
実
際
、
福
岡
世
徳
市
長
は
、
二
九
日
に
再
訪

し
た
大
浦
兼
武
逓
信
大
臣
と
而
会
し
て
、
山
陰
地
方
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
に
関
す
る
政
府

の
積
極
的
対
応
、
行
整
理
を
張
t
る
と
い
う
政
府
の
断
乎
と
し
た
姿
勢
と
、
そ
の
一

環
と
し
て
の
府
旧
露
合
政
策
に
関
t
る
政
府
の
意
欲
が
揺
る
ぎ
な
い
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
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い
る
な
ど
、
現
職
閣
僚
か
ら
の
情
報
入
手
に
成
功
し
て
い
る
。
松
平
直
亮
は
ま
た
、
当
初

の
言
明
ど
お
り
松
方
正
義
と
面
会
し
、
府
旧
虜
合
案
の
薪
な
情
報
を
入
手
す
る
約
束
を

得
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
【
史
料
H
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
松
平
子
西
も
同
様
で
、
清

浦
奎
吾
司
法
大
臣
に
面
会
し
て
府
誘
合
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
確
か
め
さ
ら
に
主
担

当
部
局
で
あ
る
内
務
省
地
方
局
の
現
職
官
僚
に
島
根
県
が
含
ま
れ
る
か
否
か
を
確
認
し
、

そ
の
言
に
確
信
が
得
ら
れ
な
い
と
し
て
、
将
来
の
問
題
再
発
を
予
想
し
て
常
に
留
意
し
て

お
く
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
福
岡
世
徳
市
長
の
要
請
に
応
え
て
正
確
な
佶
報
を
収
集
・
伝

達
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
表
7
】
で
示
し
た
と
お
り
、
福
岡
世
徳
市
長
は
、
各
方
面
に
「
上
京
ノ
事
件
」
に
つ

い
て
依
頼
柏
談
を
行
い
、
【
史
料
1
】
 
S
 
【
史
料
些
の
よ
う
な
佶
報
を
得
て
い
た
が
、
『
在

京
日
記
』
の
記
述
に
ょ
る
限
り
で
は
、
情
報
提
供
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
の

は
千
家
尊
福
東
京
府
知
事
と
岸
清
一
の
み
で
あ
る
。
そ
の
千
家
尊
福
も
「
会
△
口
」
を
提
案

(
玲
)

し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
福
岡
世
徳
市
長
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
依
頼
相
手
か
ら

情
報
提
供
を
受
け
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
情
報
を
、
内
容
と
提
供
者
に
つ
い
て
整
理

し
た
も
の
が
【
表
8
】
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
加
え
て
考
察
嘉
け
れ
ぱ
、
さ
ら
に
次
の
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。

先
ず
、
福
岡
世
徳
市
長
が
在
京
活
動
で
入
手
し
た
情
報
は
山
廃
合
府
県
及
び
そ
の
中

で
の
島
根
県
の
処
置
に
関
す
る
も
の
②
帝
国
議
会
で
の
府
旧
露
合
法
案
の
成
立
見
通
し

に
関
す
る
も
の
③
府
器
△
晃
進
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
に
関
す
る
も
の
④
廃
合
後

の
繹
の
位
置
に
関
す
る
も
の
⑤
松
江
市
に
斧
を
存
置
す
る
た
め
の
運
動
方
法
の
教

示
、
⑥
島
根
県
の
利
益
・
松
江
市
の
号
存
続
の
た
め
の
工
作
の
約
東
⑦
福
岡
松
帰

松
後
も
情
報
収
集
活
動
を
継
続
す
る
と
い
う
約
束
、
⑧
府
県
制
の
枠
組
自
体
に
関
す
る
訪

問
相
手
の
意
見
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
内
容
か
ら
、
福
岡
松
市

長
が
何
に
重
点
を
置
い
て
厘
叺
」
し
た
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

^
^
」
^
」
1
J
^
^

桜
井
畷

、
^
.
^
^
、
^
L
^

元
川
粢

火
浦
飛
武

原
嵐
城

,
Ⅱ
二
姻
,
、
飢

9

山
Π
宗
熊

8

◎

松
平
子
折

7

◎

若
捌
礼
次
鄭

6

公
平
卜
村
子
口
内
所

-
0

◎0

0

3

◎

0

9
]

◎

0

0

0

1

00

0

0

0

0

0

②

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

②0

0

0

②

0

0

0③

典
注

3
 
-
0

【表8】福岡世徳市長の上京活動での入手情報

対応tる【史料,】番号

住)廃合府県(0)及びその中での島根県の処置(◎)に関tる清報の提供

②帝国議会での府県廃合法案の成立見通しに関する清報の提供

(3)府県廃合推進に対する政府の姿勢に関tる恬報の提供

④廃合後の県庁の位置に関する清報の提供

(5ヰ酎工市に県庁を存置するための運動方怯の教示

⑥島根県の利益中公i工市の県庁存続のための工作を約束

⑦福岡世徳帰松後も情報収集活動の継続を約東

⑧府県制枠組自体に関する意見の表明

⑨人脈を活かして収集した情報の提供

福岡世徳「明治三十六年九打在京日1遜(福岡世徳関係文書)により作成
数字は、当該情報の提供回数を示す。

12
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①
廃
合
府
県
及
び
そ
の
中
で
の
島
根
県
の
処
置
に
関
す
る
情
報

前
述
の
よ
う
に
、
『
山
陰
新
聞
』
が
府
県
廃
合
に
賛
成
し
て
お
り
、
か
つ
、
島
根
県
を

鳥
取
県
に
併
合
す
る
と
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
府
旧
虜
合
の

具
体
計
画
の
需
、
廃
合
計
画
中
に
島
根
県
は
含
ま
れ
る
の
か
否
か
の
確
隆
、
福
岡
世

徳
市
長
が
第
一
に
知
り
た
い
も
の
で
あ
っ
た
七
言
え
よ
う
。
福
岡
世
徳
は
七
人
か
ら
府
県

廃
合
計
画
一
般
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
、
そ
の
中
の
四
人
か
ら
は
島
根
県
に
関
す
る
情
報

を
得
て
い
た
が
、
中
で
も
【
史
料
5
】
の
梅
謙
炊
郎
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
府
罷
合
の

具
体
的
計
画
を
担
当
す
る
内
務
省
地
方
局
の
吉
原
三
郎
局
長
に
直
接
尋
ね
て
の
も
の
で
、

な
お
含
み
は
あ
る
も
の
の
島
根
県
・
鳥
取
県
の
合
併
は
な
い
と
の
情
報
で
あ
っ
た
。

②
帝
国
議
会
で
の
府
髭
合
法
案
の
成
立
見
通
し
に
関
す
る
情
報

島
根
県
が
鳥
取
県
に
併
合
さ
れ
る
と
い
う
情
報
が
あ
る
段
階
で
は
、
そ
の
真
偽
と
と
も

に
、
府
ヨ
誕
合
計
画
自
体
の
成
否
即
ち
、
法
律
案
の
議
会
通
過
の
可
能
性
が
重
要
に
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
【
史
料
2
】
の
若
槻
礼
次
郎
、
【
史
料
6
】
の
原
田
赳
城
、
【
史

料
Ⅱ
】
の
山
口
宗
義
の
よ
う
に
、
法
案
成
立
に
否
定
的
な
情
報
を
提
供
す
る
者
が
い
る
一

方
、
当
然
の
事
な
が
ら
【
史
料
7
】
の
大
浦
兼
武
逓
信
大
臣
の
よ
う
に
、
政
府
の
固
い
決

意
を
伝
え
る
者
も
あ
っ
た
。

③
府
髭
△
呈
進
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
に
関
t
る
佶
報

法
律
案
が
議
会
を
通
過
す
る
か
否
か
は
議
会
の
勢
力
分
布
・
意
見
分
布
に
ょ
る
が
、

法
案
成
立
に
か
け
る
政
府
の
姿
勢
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
政
府
の
揺
る
ぎ
な
い

音
苗
ミ
叩
る
大
浦
兼
武
を
除
く
と
、
【
史
料
3
 
の
若
槻
礼
次
郎
、
【
史
料
3
】
の
松
平
子

爵
、
【
史
料
Ⅱ
】
の
山
口
宗
義
は
そ
れ
ぞ
れ
に
政
府
の
姿
勢
の
あ
い
ま
い
さ
、
駆
け
引
き

の
具
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
た
。

④
廃
合
後
の
昂
の
位
置
に
関
す
る
情
報

島
根
県
が
廃
県
の
対
象
と
な
ら
ず
、
現
状
ど
お
り
単
独
の
県
と
し
て
存
続
す
る
場
人
口
は

問
題
は
な
い
が
、
廃
止
さ
れ
て
他
の
県
と
統
合
さ
れ
る
場
合
は
、
県
域
の
分
割
を
伴
う
か

否
か
、
ど
の
県
と
統
合
す
る
の
か
、
そ
の
統
合
は
島
根
県
を
主
体
と
し
て
他
の
県
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
併
合
す
る
の
か
、
他
の
県
に
島
根
県
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
併
合
さ
れ
る

の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
島
根
県
が
廃
合
対
象
と
な
る
場
合
松

江
に
現
に
在
る
旧
斧
は
存
置
さ
れ
る
の
か
否
か
が
さ
ら
に
問
題
に
な
る
。
県
都
の
市
長
と

し
く
そ
の
振
興
策
を
模
索
し
て
い
る
福
岡
世
祭
最
も
関
心
を
も
ち
、
こ
の
上
京
活
動

の
眼
目
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
即
ち
、
斧
移
転
の
有
無
の
確
誓
、
鄭
移

転
の
回
避
で
あ
っ
た
。
【
史
料
2
】
の
若
槻
礼
次
郎
、
【
史
料
5
】
の
梅
謙
次
郎
、
【
史
料
7
】

の
原
田
赳
城
、
【
史
料
8
】
の
元
田
肇
【
史
料
W
】
の
櫻
井
駿
四
言
は
、
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
中
で
も
元
田
肇
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
島
根
県
・
鳥
取
県
の
△
屏
が
あ
れ
ば
県

庁
は
必
ず
米
子
に
置
か
れ
る
と
す
る
点
で
も
、
府
旧
露
合
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
号

移
転
は
有
発
手
段
と
す
る
点
で
も
、
福
岡
世
徳
市
長
に
と
つ
て
は
危
機
感
を
増
幅
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
【
史
料
巧
】
の
松
平
伯
爵
の
注
文
は
、
県
庁
所
在
地

を
松
江
・
米
子
の
い
ず
れ
に
す
る
か
検
討
さ
れ
る
と
い
う
事
荏
な
っ
た
場
合
に
備
え
て
、

政
侮
路
へ
の
工
作
の
た
め
に
両
市
の
状
況
を
承
知
し
て
お
き
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
出

た
も
の
と
考
え
る
と
と
も
で
き
よ
う
。

⑤
松
江
市
に
喧
芹
を
存
置
す
る
た
め
の
運
動
方
法
の
教
示

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
【
轟
乙
の
若
槻
礼
次
郎
が
、
「
松
江
ノ
昂
ヲ
他
二
移

サ
レ
ン
コ
ト
ヲ
防
く
」
た
め
の
運
動
方
需
を
教
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
福
岡
世
徳
市
長

の
上
京
活
動
の
ね
ら
い
の
核
心
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
【
史
料
7
】
の
大
浦
兼
武

が
、
旧
斧
所
在
地
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
の
唾
怜
運
動
で
は
内
閣
は
動
か
せ
な
い
と
す
る

゛
)
、

中
で
、
若
槻
礼
次
郎
の
教
示
は
、
搦
め
手
か
ら
の
運
動
が
奏
功
す
る
と
い
う
と
と
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
福
岡
世
徳
自
身
は
旧
芹
所
在
都
市
か
ら
目
斧
が
無
く
な
る
と
い

26 -



う
こ
と
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
考
察
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
廃
県
対
象
と
し
て
取
り
沙
汰

さ
れ
て
い
る
和
歌
山
市
の
市
議
会
議
長
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
が
参
老
と
な
る
。

即
ち
、
和
歌
山
市
の
場
合
、
、
分
割
さ
れ
て
大
阪
府
と
三
重
県
に
統
合
さ
れ
、
県
と
し
て

消
滅
す
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
紀
伊
毎
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
上
月

二
七
日
付
の
「
廃
県
闇
題
協
議
会
の
概
況
(
承
前
)
」
が
報
じ
る
森
和
歌
山
市
議
会
議
長

の
同
協
議
会
席
上
で
の
挨
拶
が
、
樺
移
転
の
影
響
を
端
的
に
論
じ
て
い
る
(
玲
。
ヘ
ー
ジ

で
述
べ
た
廃
県
反
対
理
由
の
中
の
第
五
点
)
。

若
し
和
歌
山
昂
を
廃
止
せ
ぱ
、
知
事
初
め
官
吏
の
俸
給
・
庁
費
・
旅
費
等
国
庫
よ

り
当
地
方
に
送
来
る
も
の
六
七
万
円
又
旨
外
よ
り
地
方
庁
へ
来
往
す
る
人
の
滞

在
費
を
杜
絶
し
、
其
他
種
々
の
点
に
於
て
は
非
常
な
る
損
害
を
被
り
、
殊
に
市
は
忽

ち
姦
の
郷
と
変
t
べ
し
。
抑
士
地
の
筆
は
、
政
治
上
の
中
心
と
経
済
上
の
中
心

と
相
待
ち
て
之
れ
を
全
ふ
す
る
も
の
な
り
。
東
都
の
繁
栄
は
百
官
有
司
星
讐
集
t

る
が
故
な
り
。
若
し
他
に
都
を
遷
さ
る
》
こ
と
も
あ
ら
ば
、
復
た
今
日
の
光
景
を
保

つ
能
は
ざ
る
べ
し
。

こ
こ
に
、
日
湛
争
前
か
ら
松
江
市
の
人
口
が
減
少
し
、
米
子
・
{
女
来
に
後
れ
を
と
つ
て

い
る
と
い
う
危
機
意
識
か
ら
(
竹
永
三
男
一
九
九
四
年
b
)
、
県
都
松
江
市
の
市
長
と
し

て
そ
の
振
興
策
を
模
索
し
て
い
る
福
岡
世
徳
の
府
罷
合
計
画
に
対
す
る
最
大
の
関
心

が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

⑦
福
岡
世
徳
帰
松
後
も
情
報
収
集
活
動
を
継
続
す
る
と
い
う
約
束
(
⑥
は
「
情
報
」
な
し
)

そ
の
点
で
、
今
回
の
上
京
活
動
で
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
た
者
の
多
く
が
、
引
き
続
き

情
報
入
手
に
努
力
し
、
こ
れ
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
【
史
料
9
】
の
江
原
素
六
の
よ
う

に
「
可
相
腎
根
県
ノ
利
益
二
尽
カ
ス
ヘ
シ
」
と
明
言
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
福
岡
世
徳

市
長
に
と
つ
て
は
上
京
活
動
の
成
果
を
確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

⑧
府
県
制
の
枠
組
自
体
に
関
す
る
訪
問
相
手
の
意
見

な
お
、
【
史
料
2
】
の
若
槻
礼
次
郎
、
【
史
料
W
】
の
櫻
井
駿
が
、
福
岡
世
徳
市
長
の
意

図
を
籬
れ
て
、
政
府
の
府
旧
露
合
計
画
が
現
行
の
府
県
制
の
枠
組
み
の
中
で
策
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
自
体
に
批
判
的
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
中
、
若
槻
礼
次
郎
の
言
は
、
鼎

の
「
国
の
総
合
出
先
行
政
機
関
」
と
「
府
県
自
治
体
」
と
い
う
府
県
の
二
重
性
を
否
定
し
、

実
集
語
地
方
統
治
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
櫻
井
駿
の
主
張
は
、
戦
時
体
制
下
の
地

嘉
監
制
に
至
る
道
州
制
論
の
先
駆
町
村
制
・
郡
制
・
府
県
制
の
全
構
造
を
改
編
し
よ

(
W
)

う
と
す
る
需
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

福
岡
世
徳
市
長
は
一
 
0
月
三
日
、
千
家
尊
福
に
「
暇
乞
ヲ
為
シ
」
て
い
た
。
こ
こ
に

至
る
上
京
活
動
で
得
ら
れ
た
松
江
市
・
島
根
県
関
係
者
の
好
意
的
対
応
、
【
史
料
ど
の

-
 
0
1
 
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
記
事
に
示
さ
れ
る
島
根
廃
県
の
可
能
性
の
減
少
な
ど

が
、
上
京
活
動
打
ち
切
り
の
判
断
を
促
し
た
も
の
と
老
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま

、
)
、

た
、
三
河
に
か
け
て
急
速
に
展
開
す
る
廃
県
反
対
運
動
に
直
接
に
は
参
加
し
な
い
こ
と

に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

第
一
次
桂
太
郎
内
閣
の
府
器
合
計
画
は
、
そ
れ
自
体
が
県
松
江
市
の
今
後
を
左
右

す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
十
九
議
会
の
冒
頭
解
散
に
ょ
っ
て
「
府
躍
置
法
律
案
」

は
成
立
し
な
か
っ
た
が
、
島
根
県
の
処
置
と
昂
の
位
置
如
何
を
需
し
、
県
都
と
し
て

の
松
江
市
の
位
置
を
確
保
し
よ
う
と
佶
報
収
集
・
依
頼
に
奔
走
し
た
福
岡
世
徳
市
長
の
上

京
活
動
は
都
市
と
し
て
の
地
盤
沈
下
に
悩
み
振
興
策
を
必
至
に
模
索
す
る
地
方
都
中

樺
所
在
都
市
の
市
長
と
し
て
の
危
機
意
識
に
突
き
動
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
上
京
活
動
で
示
さ
れ
た
福
岡
世
徳
市
長
の
人
脈
は
、
旧
藩
王
永
、
政
界
・
{
目
界
・

僻
界
・
学
界
の
要
路
に
在
る
松
江
市
出
身
者
や
自
由
民
権
運
動
か
ら
立
憲
政
友
会
の
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成
立
に
至
る
政
治
活
動
の
中
で
培
わ
れ
た
結
び
つ
き
を
も
つ
人
々
と
の
関
係
が
、
情
報
収

集
と
篭
怜
に
十
分
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
福
岡
世
徳
市
長

の
上
京
活
動
は
、
近
代
日
本
の
政
治
史
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
政
治
的
関
係
を
、
府
県

統
合
と
い
う
国
家
の
地
方
統
治
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
七
地
方
都
市
の
市
長
の
中
央
政

界
へ
の
将
活
動
の
方
法
の
両
面
か
ら
、
具
体
的
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
本
件
の
主
題
で
あ
る
府
罷
合
計
画
と
廃
合
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
誰
の
反
対

運
動
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
廃
藩
置
県
後
の
府
県
体
制
の
変
動
の
中
で
、
一
八
七
六
年
の
三

府
三
五
県
体
制
か
、
奈
良
県
・
鳥
取
県
な
ど
の
県
再
置
運
動
を
経
て
成
立
し
た
一
道
三

府
四
三
県
と
い
う
枠
組
み
が
、
単
に
上
か
ら
設
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
実

態
を
も
っ
て
定
着
し
始
め
て
い
る
と
と
も
示
し
て
い
た
。
旧
国
・
旧
藩
の
枠
組
み
に
ょ
る

反
「
廃
県
反
対
」
の
主
張
な
ど
、
縛
し
た
動
き
を
と
も
な
い
つ
つ
展
開
し
た
一
九
0
三

年
の
府
罷
合
計
画
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
政
治
・
行
政
と
於
と
の

関
係
を
老
え
る
素
材
と
し
て
も
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
注
〕

(
1
)
市
制
施
行
か
ら
敗
戦
ま
で
の
五
六
年
余
の
期
間
に
、
松
江
市
長
に
任
じ
た
の
は
、
福
鼎
徳
(
四
刈
)
、

高
橋
義
比
全
期
)
、
高
橋
節
雄
(
一
期
)
、
石
倉
俊
寛
(
四
期
)
の
僅
か
四
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、

同
じ
く
日
本
海
側
に
あ
っ
て
、
近
世
城
下
町
か
ら
樺
が
存
在
す
る
近
代
都
市
と
な
っ
た
金
沢
市

と
比
べ
て
み
れ
ば
、
同
期
問
に
金
沢
史
で
は
一
 
0
人
の
市
長
が
交
代
し
て
い
る
(
本
康
宏
史
「
序

章
地
方
都
市
『
金
沢
』
 
1
そ
の
輪
郭
と
史
的
分
析
の
視
角
1
」
橋
本
折
最
編
『
近
代
日
本
の
地

方
都
市
金
沢
/
城
下
町
か
ら
近
代
帯
合
日
本
僻
評
強
、
二
0
0
六
年
)
。
こ
の
こ
と
は

松
江
市
の
政
治
状
況
の
特
徴
(
政
治
的
安
崔
)
を
示
t
も
の
と
し
て
、
注
目
t
べ
き
点
で
あ
る
。

(
2
)
福
岡
世
徳
関
係
文
書
は
、
福
岡
世
徳
が
市
長
在
仟
中
と
そ
れ
以
後
、
常
時
携
帯
し
て
重
要
町
項
を

筆
記
し
た
穴
厶
務
手
帳
』
三
冊
、
傑
・
件
日
程
・
自
身
と
家
族
等
の
重
要
圭
免
し
た
『
備

漂
』
一
冊
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
に
ょ
る
府
琵
合
計
画
策
定
の
情
報
に
接
し
て
、
一
九
0
三

年
九
月
か
ら
一
 
0
月
に
行
っ
た
上
京
砺
を
詳
細
に
記
し
た
『
在
京
日
記
』
一
冊
の
ほ
か
、
近
世
・

近
代
の
文
書
群
か
ら
成
る
。
等
は
と
れ
ま
で
、
本
稿
末
尾
に
記
し
ミ
男
・
史
料
翻
刻
を
発
表
し
、

そ
の
奨
ハ
・
検
討
を
行
っ
た
。

(
3
)
明
治
三
十
六
年
十
一
月
五
日
「
内
務
大
臣
提
出
府
県
廃
置
法
律
案
」
(
『
明
治
川
六
年
公
文
雑
暴

内
務
省
三
止
巻
士
亘
国
立
公
文
書
館
所
蔵
)
。
ま
た
、
明
治
二
三
年
法
猪
三
十
五
号
「
府

県
制
」
は
、
そ
の
第
三
条
で
、
「
府
県
ノ
廃
置
分
合
又
ハ
境
界
変
更
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
法
律
ヲ
以
テ

之
ヲ
定
厶
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
4
)
「
府
髭
置
ノ
為
メ
改
正
ヲ
要
ス
ル
法
規
」
及
び
要
措
県
項
と
し
て
内
務
省
が
取
り
ま
と
め
た
も

の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
衆
議
艇
員
業
法
」
(
別
表
に
規
定
さ
れ
姦
挙
区
の
再
編
と
議
員
定
数
の
配
分
)

「
貴
族
院
令
」
(
多
額
納
税
議
員
の
定
数
と
撃
法
)

「
櫂
災
救
助
基
金
其
他
府
署
財
産
」
・
「
府
県
ノ
営
造
物
及
債
将
務
」
・
「
旧
府
県
二
於
ケ
ル
事
業

並
財
務
二
関
ス
ル
継
承
方
法
」
・
「
{
長
到
達
日
数
」

「
農
工
銀
荏
」
(
営
業
区
域
及
び
株
主
要
件
)

「
士
木
監
督
署
官
制
・
専
売
局
官
制
・
税
務
監
督
局
官
制
・
林
区
署
官
制
・
鉱
山
監
督
署
官
制
・
通

信
官
署
官
制
・
海
事
局
官
制
」
(
府
県
名
を
掲
げ
る
官
制
)

「
旧
府
県
ノ
吏
員
」
・
「
旧
府
県
ノ
聖
財
産
営
造
物
権
利
義
務
」
・
「
旧
府
県
ノ
法
規
」

(
『
明
治
川
六
年
公
文
延
桑
内
務
省
三
止
巻
↓
三
』
国
立
公
文
書
館
所
越
に
ょ
る
。

(
5
)
こ
の
「
府
髭
置
法
律
安
木
」
に
ょ
っ
て
で
き
る
一
道
庁
三
府
二
四
県
の
史
q
、
道
庁
府
県
名
と
県

庁
所
在
都
市
名
が
一
致
し
な
い
の
は
、
北
治
庁
の
外
は
、
神
奈
川
・
三
重
・
縄
の
三
県
で
あ
る
。

(
6
)
『
紀
仭
肌
旦
湖
L
 
一
九
0
三
年
Σ
月
一
八
日
付
は
、
旧
浮
所
在
地
を
ど
と
に
す
る
か
等
は
調
査

中
と
謡
し
て
い
る
(
【
表
5
】
系
)
。

(
7
)
製
璽
の
上
甑
哥
願
書
の
「
可
」
印
の
下
長
譜
記
さ
れ
た
文
言
(
『
明
治
川
六
年
公
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文
讐
内
務
省
三
止
巻
士
区
国
立
公
文
書
館
所
蔵
)
に
ょ
る
。

(
8
)
旧
藩
・
旧
国
が
、
近
代
に
あ
っ
て
も
独
自
の
地
諮
活
動
の
単
位
と
し
て
能
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
同
郷
会
の
織
化
、
同
郷
人
雑
剪
刊
行
を
分
析
し
た
中
で
芭
た
こ
と
が
あ
る
(
拙

稿
「
同
郷
会
の
成
立
1
一
八
八
O
S
一
八
九
0
年
代
に
お
け
る
同
郷
会
の
成
立
、
局
井
悌
三
郎
先

生
喜
寿
悪
棄
会
編
『
歴
史
学
と
考
古
学
』
真
陽
社
、
一
九
八
八
年
)
。

(
9
)
府
旧
虜
弁
画
の
策
定
と
こ
れ
に
対
す
る
反
対
器
が
展
開
し
て
い
た
一
九
0
三
年
の
政
帯
勢

に
つ
い
て
は
、
宇
野
俊
一
「
第
一
稔
内
閣
」
(
林
茂
・
拙
明
編
『
日
本
内
閣
史
録
1
』
第
一

法
規
出
版
一
九
八
一
年
)
姦
。

(
W
)
福
岡
世
徳
は
、
市
長
在
任
中
の
一
九
0
一
年
四
月
工
<
日
に
は
立
憲
政
友
会
本
部
か
ら
「
島
根
県

支
部
創
立
委
員
」
を
嘱
託
さ
れ
(
福
岡
世
徳
胤
文
書
)
、
市
長
退
袋
の
一
九
一
二
年
五
月
一
五

日
倫
選
挙
で
松
江
市
業
区
か
ら
衆
饒
議
員
に
選
出
さ
れ
て
、
立
憲
政
友
会
に
所
属
し
て
い

た
金
麥
制
度
百
賃
院
内
会
派
璽
欝
の
部
』
)
。

(
Ⅱ
)
一
 
0
月
一
日
に
山
口
宗
義
を
訪
ね
た
福
岡
世
徳
市
長
は
、
山
口
か
ら
「
府
罷
合
」
畢
を
荘

た
同
日
付
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
を
提
供
さ
れ
宿
に
持
ち
帰
っ
て
『
在
京
日
記
』
に
そ
の
記
事

を
書
き
写
し
て
い
た
。

(
松
)
福
岡
世
徳
市
長
が
こ
の
上
京
活
動
を
行
う
に
至
っ
た
直
接
の
契
機
に
つ
い
て
将
す
る
七
差
し

あ
た
り
、
①
新
閉
報
道
に
ょ
る
倩
報
入
手
(
県
)
、
鼎
京
の
島
根
県
・
松
江
市
楳
者
か
ら
の

佶
報
提
供
発
県
の
廃
県
反
鎚
動
従
轡
か
ら
の
情
報
提
供
の
三
つ
の
桜
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
中
、
鼎
京
の
松
江
市
・
島
根
県
関
係
者
か
ら
の
情
報
提
供
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
れ
ぱ
、

徐
す
る
よ
う
な
福
岡
世
徳
と
と
れ
ら
の
人
々
と
の
親
密
な
傑
か
ら
す
れ
ぱ
、
そ
の
可
佐
は

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
紀
県
の
廃
県
反
対
運
動
従
古
署
か
ら
の
情
報
枇
の
可
佐
に
つ
い
て
は
、

福
岡
世
幣
長
は
、
関
西
各
市
誕
会
へ
の
出
席
と
椴
、
そ
の
焚
本
を
利
用
し
た
西
日
本
各
市

へ
の
出
張
と
そ
こ
で
の
鉄
道
・
勧
業
誕
・
学
校
等
の
精
力
的
な
視
察
・
{
夫
地
研
究
な
ど
、
松
江

市
長
と
し
て
他
の
斧
所
在
都
市
市
長
等
と
の
人
的
つ
な
が
り
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に

祭
で
き
る
(
竹
永
三
男
一
九
九
四
年
b
姦
)
。

(
玲
)
こ
の
時
期
に
子
爵
で
あ
っ
た
島
根
県
関
係
者
は
次
の
三
名
で
あ
る
(
『
華
族
大
観
』
華
族
大
観
刊

行
会
、
一
九
丁
九
年
。
但
し
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
停
剣
版
一
九
九
0
年
に
ょ
る
)
。

松
平
穆
美
作
国
旧
鶴
田
藩
王
松
平
礁
の
子

松
舌
平
松
舌
亮
弟
出
街
旧
姦
潘
王
松
条
養
子
、
一
八
八
四
年
子
爵
、
一
八
九
七
年

七
月
か
ら
一
九
三
九
年
七
月
ま
で
貴
族
院
議
員
研
究
会
所
属
。

松
舌
敬
出
雲
国
旧
母
黒
潘
王
家
。
一
九
0
三
年
三
月
か
ら
一
九
三
年
七
月
ま
で
臣
最
院
議
員
。

こ
の
中
で
、
福
岡
^
^
が
^
京
^
^
で
^
つ
た
人
^
と
し
て
、
ま
た
、
^
岡
^
^
に
^
^
し
た

情
報
の
質
と
量
か
ら
判
断
し
一
＼
松
平
直
平
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

(
H
)
福
岡
松
市
長
が
『
明
治
三
十
六
年
九
月
在
京
日
記
』
に
書
き
写
し
た
と
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』

、
畢
は
、
細
部
で
原
文
と
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
記
事
の
情
報
内
容
は
同
じ
で
、
正
確
に
書

き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
畢
は
、
「
東
京
張
(
九
月
三
十
日
発
)
」
と
し
て
、
「
廃
合

の
府
県
」
と
い
う
見
出
し
で
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
 
0
月
一
日
付
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
巧
)
一
倫
岡
世
徳
市
長
の
上
京
目
的
で
あ
る
、
島
根
県
の
処
遇
旧
斧
の
位
置
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供

は
も
と
よ
り
、
松
平
直
亮
伯
爵
や
梅
謙
次
郎
の
よ
う
に
食
事
を
馳
走
t
る
者
、
園
山
勇
の
よ
う
に

宿
泊
さ
せ
る
者
な
ど
、
単
な
る
上
京
・
躯
署
と
そ
の
相
手
方
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
親
密
な
信

頼
楳
が
見
て
取
れ
る
。

(
玲
)
子
希
岡
禄
太
郎
は
今
回
の
在
京
中
の
九
月
三
0
貝
福
岡
世
筏
「
上
海
行
」
(
東
亜
同
文
書

院
入
学
)
が
確
定
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
が
、
翌
一
 
0
月
一
日
、
福
岡
世
徳
は
「
松
平
伯
爵

邸
二
伺
候
シ
様
太
郎
二
付
テ
之
御
礼
ヲ
述
べ
」
て
い
た
。
福
岡
世
徳
と
松
平
直
亮
伯
爵
と
の
関

係
は
、
旧
君
臣
の
語
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
家
族
に
及
余
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
な
お
、
福
岡
世
徳
は
、
こ
の
後
、
市
長
在
任
中
の
一
九
0
六
年
二
月
、
七
日
松
江
市
出
発
、

二
五
日
帰
松
と
い
う
長
期
間
、
静
岡
県
沼
津
に
「
松
平
伯
爵
御
見
舞
」
に
行
っ
て
い
た
(
『
備
忘
録
』
)
。

介
)
九
円
三
0
日
に
訪
ね
た
元
田
肇
罷
話
の
中
で
、
「
高
趣
天
郎
弁
護
ノ
事
」
と
い
、
フ
記
祭
あ
る
。

29



『
焚
=
制
度
百
蛋
院
内
会
派
璽
誘
の
部
』
は
、
高
橋
慶
太
郎
が
一
九
0
三
年
一
 
0
月
九
日
、

衆
議
院
議
員
「
選
挙
法
第
十
一
条
該
当
」
(
業
権
及
被
業
権
の
欠
格
要
件
を
規
{
正
)
で
退
職
と

記
し
て
い
る
。

(
玲
)
上
京
二
日
目
の
九
旦
三
貝
早
朝
か
ら
壬
永
尊
福
を
訪
ね
て
「
上
京
ノ
事
件
ヲ
祭
」
し
た
福

岡
世
徳
市
長
が
そ
の
報
告
を
松
平
直
亮
伯
爵
に
し
た
と
こ
ろ
、
松
平
直
亮
は
、
「
△
天
巳
ス
及
ヒ

間
敷
」
と
答
え
て
い
た
。
壬
永
尊
福
は
、
福
岡
世
徳
市
長
の
上
京
活
動
が
効
果
的
に
進
む
よ
う
に
、

島
根
県
関
係
者
の
「
会
合
を
提
案
し
た
と
も
雄
疋
で
き
る
張
で
あ
る
。

(
W
)
櫻
井
駿
は
、
立
憲
政
友
会
に
あ
っ
て
、
府
器
合
問
題
の
調
査
を
担
当
し
て
い
た
が
、
そ
の
翌

活
動
に
関
す
る
報
道
の
中
で
、
福
岡
世
徳
市
長
に
対
し
て
述
べ
た
内
容
と
同
様
の
主
張
を
展
開
し

て
い
る
。府

髭
合
と
政
友
会
府
恒
露
合
問
題
に
就
さ
政
友
会
は
栗
原
亮
一
、
櫻
井
駿
の
両
代

議
士
を
し
詞
査
せ
し
め
?
あ
る
が
、
其
語
る
所
を
聞
く
に
左
の
如
し

政
府
当
局
が
行
攻
財
整
理
上
の
結
果
と
し
て
府
罷
合
問
題
を
案
出
し
、
来
る
十
九
議

会
に
提
出
せ
ん
と
し
、
其
廃
合
す
べ
き
府
県
は
大
略
十
玉
県
位
な
る
べ
し
と
の
説
あ
れ
ど
も
、

今
日
之
を
実
行
せ
ん
と
す
る
は
大
早
計
た
る
を
免
れ
ず
。
試
に
財
整
理
上
よ
り
来
る
問
題

な
り
と
せ
ん
か
、
本
問
題
実
施
に
依
り
節
減
す
る
所
の
金
額
は
、
一
府
県
平
均
二
万
円
内
外

な
る
べ
し
と
云
ふ
も
、
仮
に
府
県
を
廃
合
す
れ
ぱ
、
出
張
所
様
の
も
の
を
設
け
ざ
れ
ぱ
行
政

機
関
の
円
満
な
る
は
供
出
難
く
、
従
て
当
局
者
所
算
の
三
十
万
円
内
外
の
金
額
は
或
は
恐

く
は
二
十
万
円
内
外
に
減
ず
る
や
も
計
り
難
し
。
尚
府
県
の
廃
合
に
ょ
り
減
額
す
べ
き
重
も

な
る
費
用
は
、
府
県
知
事
書
記
官
参
事
宜
警
部
長
の
俸
穆
に
過
ぎ
ざ
る
が
、
三
十

有
余
年
の
久
し
き
風
俗
習
慣
等
の
歴
史
的
県
お
関
係
よ
り
形
成
せ
る
府
県
組
織
を
打
破
改

造
し
て
、
僅
か
に
二
十
万
円
内
外
の
金
額
を
波
殺
せ
ん
よ
り
、
寧
ろ
郡
制
を
改
正
す
る
こ
そ

目
下
の
急
三
ら
ん
。
政
府
当
局
者
は
、
'
似
四
峰
介
は
、
郡
制
郭
中
よ
り
寧
ろ
地
方
の
苦

情
少
な
か
る
べ
し
と
の
音
見
を
持
t
る
も
の
多
き
様
な
れ
ど
も
、
政
党
出
身
者
に
あ
ら
ざ
る

一
弊
と
し
て
、
斯
の
如
く
下
層
の
事
情
に
疎
き
事
情
あ
る
は
免
る
べ
か
ら
ざ
る
結
果
な
ら
ん
。

併
し
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
て
、
政
府
案
に
贅
成
す
べ
し
と
せ
ば
、
交
通
機
関
の
略
ぼ
完
成

を
告
ぐ
る
の
後
、
更
に
大
廃
合
を
断
行
し
、
中
央
政
務
の
一
部
を
譜
八
道
に
分
割
し
、
東

海
道
庁
、
西
海
道
庁
と
云
ふ
如
き
も
の
を
謎
し
、
郡
制
を
廃
し
て
、
町
村
の
区
域
を
拡
張

t
る
を
以
て
勝
れ
り
と
す
。
要
す
る
に
、
当
期
誓
な
ど
に
提
出
す
べ
き
問
題
に
あ
ら
ず
云
々

(
『
紀
便
母
日
新
聞
』
一
九
0
三
年
一
 
0
旦
工
日
付
)

「
政
党
出
身
者
」
で
な
い
桂
太
郎
内
閣
は
、
下
層
の
得
に
疎
い
た
め
府
罷
合
に
対
t
る
反

対
は
郡
制
廃
止
よ
り
少
な
い
と
す
る
よ
う
な
見
込
み
違
い
を
し
て
い
る
こ
と
、
政
府
案
の
よ
う
な

小
規
模
な
府
旧
虜
合
で
な
く
、
一
父
通
梨
発
達
・
完
成
し
た
将
来
に
お
い
て
、
全
国
を
衡
と
八

道
庁
に
分
割
し
て
こ
れ
に
政
府
権
限
を
委
譲
す
る
と
と
も
に
、
郡
制
廃
止
、
町
村
合
併
を
行
う
と

い
う
慧
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
本
稿
の
三
で
論
じ
た
『
山
陰
新
聞
』
の
連
荘
説

「
二
政
の
整
ぎ
と
比
較
す
る
七
櫻
井
ら
の
所
襲
、
府
唄
虜
合
の
財
黙
即
減
効
果
を
重
視
せ
ず
、

「
希
制
」
に
つ
な
が
る
よ
1
諾
及
び
八
道
庁
制
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
は
異
な
る
も

の
の
郡
制
廃
止
町
村
△
僻
な
ど
共
通
す
る
点
も
見
ら
れ
る
。

〔
福
岡
世
徳
関
係
文
献
〕

竹
沓
男
・
法
文
学
部
近
現
代
史
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
「
初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
(
一
)
」
「
同
(
二
)
」

「
同
今
三
『
山
陰
地
域
研
究
伝
統
文
化
』
第
六
号
第
七
号
、
第
一
 
0
号
、
一
九
九
0
午
九
一

年
、
九
四
年
3

福
岡
世
徳
文
書
研
究
会
「
ネ
'
江
市
長
福
岡
世
徳
文
書
(
四
)
」
「
同
五
」
『
山
陰
研
究
』
第
一
号

第
二
号
二
0
0
八
年
、
二
0
0
九
年

竹
永
三
男
「
旅
を
t
る
市
長
1
1
江
市
長
、
福
岡
世
徳
の
旅
」
井
ケ
田
良
治
ほ
か
編
『
歴
史
の
道
・

再
発
見
』
第
五
巻
(
輩
文
化
か
ら
長
州
戦
争
ま
で
1
山
陽
・
山
陰
道
を
あ
る
く
1
)
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

へ
一
九
九
四
年
b
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松
尾
寿
・
田
中
義
昭
・
渡
邊
貞
幸

川
出
版
社
、
二
0
0
五
年

〔
付
記
〕

本
稿
脱
穫
、
浦
田
正
吉
氏
の
『
近
代
地
方
都
市
下
層
社
会
の
研
究
』
(
桂
書
房
、
一
九
九
四
圧
が
、

そ
の
「
第
三
章
自
治
体
と
し
て
の
富
山
県
の
成
立
」
の
「
第
二
節
明
治
三
十
六
年
の
府
罷
合
問

題
と
富
山
県
」
(
初
出
は
恐
邑
山
県
史
だ
よ
り
』
三
号
、
一
九
七
八
年
)
に
お
い
一
＼
富
山
県
に
お
け
る

廃
県
反
対
運
動
を
福
井
県
・
石
川
県
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
な
が
晶
じ
て
お
ら
れ
る
と
と
を
知
っ

た
。
浦
田
氏
は
、
憲
政
崟
兄
系
の
地
域
新
閉
『
一
畠
山
日
報
』
や
富
山
県
行
政
文
書
の
分
析
に
基
つ
い
一
＼

府
哩
虜
合
問
題
の
経
過
を
追
う
と
と
も
に
、
富
山
県
議
会
・
一
邑
山
市
雲
・
富
山
商
業
会
議
所
な
ど
富

山
局
の
反
対
運
動
を
治
水
・
士
木
・
勧
業
等
に
係
る
県
財
政
の
特
徴
と
の
関
連
で
分
析
t
る
な
ど
、

廃
県
反
対
運
動
を
富
山
県
の
実
情
に
即
し
て
内
衡
に
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
二
0
-
 
0
年
三
月
刊
行
の
『
山
口
畠
史
淋
近
代
2
』
は
、
「
山
口
県
非
廃
県
同
盟
△
=
」

の
「
存
県
趣
音
茎
白
」
や
『
馬
関
毎
日
新
閉
』
所
載
の
「
輩
県
の
終
淫
」
会
の
記
古
裂
収
録
し
て
お
り
、

重
松
正
史
氏
が
簡
潔
な
鴛
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。

な
お
本
稿
は
、
島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
の
二
0
0
九
年
度
山
陰
研
究
プ
ロ
ジ
エ

ク
ト
「
初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
の
俳
・
翻
刻
・
研
究
と
『
初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
1

史
料
と
研
究
』
(
仮
題
)
の
刊
行
」
(
課
題
番
号
0
八
9
二
。
研
究
代
表
者
・
竹
永
三
男
)
、
及
び
島
根

大
学
プ
ロ
、
ジ
エ
ク
ト
研
究
推
進
機
構
璽
牙
研
究
部
門
』
「
歴
史
・
文
化
資
源
を
活
か
し
た
『
地
域
ま
る

ご
と
ミ
ユ
ー
ジ
ア
ム
』
化
実
践
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
ー
島
根
大
学
旧
南
大
谷
{
佰
舎
を
取
り
巻
く
『
ひ
と
・
ま
ち

な
り
わ
い
』
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
1
」
(
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
・
会
下
和
宏
)
の
成
果
の
一
部

(
た
け
な
が
み
つ
ぉ
島
根
大
学
法
文
学
製
授
)

で
あ
る
。

大
日
方
克
己
・
井
上
寛
司
・
竹
永
三
男
『
島
根
県
の
歴
史
』
山
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島
根
県
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
運
動
の
出
発

は
じ
め
に

島
根
岳
に
初
め
て
鉄
道
が
開
通
(
鳥
取
県
米
子
S
島
根
県
女
来
間
)
し
た
の
は
明
治

後
期
、
一
九
0
八
年
(
明
治
四
一
)
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
七
二
年
に
日

本
で
初
め
て
鉄
道
が
開
通
(
五
貝
品
川
S
横
浜
間
仮
開
業
。
九
月
、
新
橋
S
横
浜
間
開

業
。
)
し
て
か
ら
三
六
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
一
ハ
ハ
ハ
年
に
開
業
し
た
山
陽
鉄
道
は
既

九
0
 
一
年
に
神
戸
S
下
関
間
を
全
通
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
後
、
旧
丙
を
西
進
す
る
山

1陰
線
(
山
陰
本
線
)
が
浜
田
に
達
す
る
の
は
一
九
一
三
年
(
大
正
一
 
0
)
、
同
線
の
全
線

開
通
(
京
都
S
幡
生
間
)
は
一
九
三
三
年
(
昭
和
八
)
で
あ
る
。
島
根
県
は
長
い
問
「
陸

の
孤
島
」
で
あ
っ
た
。

と
ぅ
し
た
山
陽
に
対
t
る
山
陰
の
鉄
道
敷
設
の
遅
れ
は
島
根
県
の
鉄
道
史
を
語
る
上
で

は
避
け
て
は
通
れ
な
い
論
点
で
あ
り
、
日
本
近
代
史
に
お
い
て
は
近
年
、
内
藤
正
中
氏

阿
部
恒
久
氏
・
古
厩
忠
夫
氏
ら
を
中
心
に
地
域
格
差
問
題
1
1
 
「
裏
日
本
」
化
の
問
題
と

(
1
)

し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
動
向
を
受
け
、
地
域
で
の
鉄
道
敷
釜
動

の
解
明
も
、
各
府
県
域
や
各
路
線
地
域
と
い
っ
た
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
視
点
が
必
要

と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
と
ろ
が
、
現
状
で
は
鉄
道
敷
設
を
め
ぐ
る
地
域
で
の
動
き
は
未
解
明
な
部
分
が
多
い
。

本
稿
の
目
的
は
そ
う
し
た
研
究
状
況
に
鑑
み
て
、
島
根
県
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
運
動
の
実

態
を
解
明
す
る
と
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
運
動
の
起
源
・
始
ま
り
に
焦
点
を
当
て
る
も

の
で
あ
る
。

島
根
県
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
運
動
に
つ
い
て
、
大
正
期
以
降
、
幹
線
鉄
道
(
H
山
陰
線
)

形
成
後
に
敷
設
さ
れ
た
J
R
木
次
線
、
 
J
R
三
江
線
、
一
畑
電
車
(
一
畑
軽
便
鉄
道
)
な

ど
支
線
鉄
道
の
歴
史
は
沿
線
の
自
治
体
史
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
比
較
的
実
態
解
明
の
蓄

積
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
、
幹
線
鉄
道
開
通
に
至
る
ま
で
の
時
期
の

実
邪
明
が
遅
れ
る
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
況
に
あ
る
。
そ
し
て
、
畠
で
鉄
道
敷

鐙
動
が
い
つ
頃
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で
始
ま
っ
た
か
に
関
し
て
は
特
に
暖
昧
な
ま
ま
に

さ
れ
て
き
た
。

【
表
】
は
、
県
内
の
鉄
道
敷
設
運
動
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
島
根
県
の
近
代
史
・
鉄
道

史
に
関
す
る
代
表
的
な
著
作
で
の
張
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
運
動
の
開
始
時
期
に

関
し
て
著
作
に
ょ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
一
八
八
七
年
・
一
八
九
二
年
・
一
八
九
九

年
の
三
つ
の
時
期
に
大
別
で
き
る
。
研
究
史
整
理
の
た
め
、
こ
こ
で
【
表
】
を
も
と
に
三

つ
の
時
期
H
画
期
を
無
し
て
お
き
た
い
。

(
2
)

第
一
は
、
【
表
】
中
内
藤
正
中
著
『
島
根
県
の
百
年
(
県
民
百
年
史
三
二
)
』
な
ど

一
八
八
七
年
(
明
治
二
0
)
以
降
、
鉄
道
敷
設
運
動
が
始
ま
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
『
鳥
取
畠
』
近
代
第
三
巻
・
経
済
編
(
一
九
六
九
年
刊
)
が
、
一
八
八
七
年
九
月

に
松
江
で
島
根
・
鳥
取
両
県
の
呉
=
議
員
が
集
ま
り
、
陰
陽
連
絡
鉄
道
に
関
す
る
協
議
を

行
っ
た
と
し
た
の
を
受
け
て
の
見
解
で
あ
る
(
こ
れ
に
関
し
て
は
第
一
章
で
疑
問
を
提
起

し
た
い
)
。

沼
本

脂
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件公江市議会史」
a9別年)

鵬井長県大百科事典上巻」
(1982年)

「明治五年、東京・横浜間に、わが国はじめての鉄道が開通した。それから二十七年後の同
三十二年1公1工市でも鉄道敷設の促進運動が起こり翌三十三年十二月には山陰鉄道期成同
盟会(会長・金尾島根県知事)を結成し松江市に事務所を置いて米子以西の松江、浜田、山口
に通じる鉄道の建設を強く中央に働きかけた。」(P.37)

①「島根県下で、鉄道建設の運動が始められたのは、1899年(明治32)の8月ごろから」(野本
晃史)(P.696)

②(1889年の山陰鉄道計画の登場により)「松江地方でも山陰鉄道の建設を望む声が強く
なってくる」(池橋達広伺(P.691)

③広浜鉄道・・・「1897年(明治3のどろ石見部有志が浜田から広島に達する民営鉄道を企画
した。佐々田懋らは芸石鉄道会社、恒松隆慶らは広浜鉄道会社を企画し、競争した」(池橋達
雄)(P.認の

内鰈正中茗
r,1山村U雫の再年」
世A民百年史32)

(1982年)

『新闇に見る
山陰の世相百年』

(19器年)

川_1陰における鉄道建設の動きは、明治二十年の私設鉄道条例の公布を機に同年九月十一
日、島根・鳥取両県の県会議員有志が松江で会同して、岡山と境港をむすぶ陰陽連絡鉄道の
建設促進を決議したことにはじまる。」

(1890年以降の鳥取県会、米子旧野郡の有志者など鳥取県での鉄道敷設運動に対して)「島
根県会では、倉敷・境間の路線を、鳥取県日野郡石見から島根県能義郡内を経由して、安来・
米子・境問とすることを決議して政府に建議した。」

「島根県では、三十二年(ーハ九九)八月に松江市の福岡世徳と岡崎運兵衛の両名が委員に
なって上京請願して以来運動が活発化した。」(P.100~101)

紬井正夫編
「1川会の鉄道建設史」

(19舗年)

1市制施行]00周年記念
松江市誌」
a989年)

「島根県の鉄道建設運動は、鳥取県よりかなり遅く三十二年、松江市と松江商業会議所の有
志が鉄道期成同盟会をつくったのが始まり。」(P.173)

「山陰線米子以西の開通山陰鉄道期成伺盟(会長島根県知事)を中心とする県民一体と
なっての請願運動が効を奏し既述のように明治39年2月第22回議会において山陰縦貫線
「和田山~境間」が「福知山~今市問」に拡大された。」(P.18・23)

群公江余談」
a989午)

「明治五年(ーハ七二)十月、東京・横浜間に、わが国初めての鉄道が開通した。それから
二十七年後の同三十二年(ーハ九九)、松江市でもようやく鉄道敷設の促進運動が起こり、

翌三十三年十二月、山陰鉄道期成同盟会(会長・金尾島根県知事)を組織し、松江市に事務

所を置いて、米子・以西の松江・浜田・Ⅱ、1口に通じる鉄道建設を強く中央に働き力斗ナた。」
(P.204・205)

一畑電気鉄道株式会社総合資料集
胖中々の里を走る電車たち」

a994年)

「鉄道は明治五年に新橋・横浜問が開通。明治三十四年には神戸・下関間の山陽本線が全線
開通した。しかし、島根県は明治三十二年にやっと山陰鉄道敷設運動が始まる」(P.49)

「明治29年代には、官設鉄道建設への促進運動も盛んで、県選出代議士や松本歓次郎・糸原
武太郎・福岡世徳らにより中央に働きかけていた。明治32年7河1酎工市当局を中心として

「山陰鉄道期成同盟」を組織し、福岡世徳・岡崎運兵衛を上京委員として、
第一目標姫路~鳥取県間

第二目標山陰縦貫線

の具体案を示して、陳情を繰り返した。第三目標中国線

明治33年H月金尾稜巌(灸U事)を会長として

1)官設姫路~鳥取線の促進

2)米子以西、松江~浜田~津和野を経て山口に達する山陰線速成

などについて、明治35年2月・帝国議会に請願書を提出するなどの運動を続けた。」(P.Ⅱ)

内藤正中編薯
『図説島根県の歴史」
(図説日本の歴史32)

(1997年)

山岨何厶茗
『山陰鉄道物i磁

(2002年)

「山陰での鉄道建設計画の具体化は、明治二0年(ーハハ七)の私設鉄道条例公布を機に、島
根・鳥取両県の県会議員有志が松江で会同して、岡山と境を結ぶ陰陽連絡鉄道の建設促進
を決議したことにはじまる。ところが二三年になると、岡山一津山一倉吉一米子一境、岡山
一津山一勝山一根雨一米子、玉島一倉敷一新見一米子一境、倉敷一新見一安来一米子など、
陰陽連絡の四路線が競合することになり」(P.199)

広瀬鉄道株式会社資料集
「歴史の里に消えた鉄道」

(2007年)

「島根県で鉄道建設の要求が上がったのは、やはり明治二五年のととである。この年に公布
された鉄道敷設法が、大きな契機になっているのは言うまでもない。島根県議会では、県
としての将来の鉄道構想に基づいて、倉敷一上石見一伯太一安来一米子一境へ至る陰陽の
ルートを決議し、内務大臣に請願している。同じとろ、浜田でも鉄道期成会が結成され、積
極的な敷設運動を展開している。」(P.23・24)

(備老)各文献の出版元などの詳細は本稿末尾の参考文献一覧を参照のこと。

「島根県で鉄道建設問題が具体的に表面化したのは、明治25年のことである。「鉄道敷設法」
が制定され、帝国議会で「山陰山陽連絡線」の建設が論議され、予定線として「姫路~鳥取~
境」「岡山~津山~境」など9路線が候補に挙げられていた。
「並河理二郎」及び「佐々木善右衛門」の2名は、県知事を訪ね「安来~倉敷間」の鉄道敷設を
要請した。

同年12児の県議会において「並河理二郎議員」のほ力辺名から、「県下安来地方ヲ陰陽連絡鉄
道中央線二挿入セラレン事ヲ請フ建議」が県会議長に提出された。」(P.82)
※以下r島根県議会史」を引用(建議書)
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【表】島根県における鉄道敷設運動の始まりに関する記述(年代順)

1§ヌ禽父J耶・野〒島"一則好肩
即断工市誌」
a9411月

「松江市に於ける鉄道敷設促進の運動は、明治二十二年に至つて俄然擡頭した、同年七月市
当局を中心とし、市内有志者数十名相会合し1櫛首期成同盟を約し、八月に入り実行に着手
し、其運動方針の順序は第一姫鳥線、第叉山陰縦貫線、第三を中国線とし、徹を県下各郡に
飛ばして連絡を図り、委員二名(福岡世徳、岡崎運兵律Dを上京せしめた。第十四議会には、
鳩1」_1手U夫より「鉄道敷設法改正案」を衆議院に提出、二月には同案は衆議院を通過し、更に
姫鳥線速成の件衆議院に提出のことあり、右上京運動の功果も認識せられたのであった。
翌三十三年には、県下各郡鉄道速成委員より、知事金尾稜巌に建議し、之を推薦し統轄の任
を託し運動方針を定めしめ、岡崎運兵衛、佐藤喜八郎、三島佐次右衛門、福岡世徳を委貝と
し、十二月島根県庁に於て山陰鉄道期成同盟会規約を設け、*務所を松江市に置き、会長を
推薦(金尾知事を推選陣令事(郷田兼亮、根岸干夫、福岡世徳、村上寺夫、岡崎運兵衛、佐藤喜
八郎、三島佐次右衛門)を定めた上、官設姫鳥線の速成、米子以西松江、浜田、津和野を経て
山口に達する山陰線の速成を計るを期すること>し、又上京委員は狄の二項を定めた。(後
略)」(P.1221~1222)

※以ト、「[則女鉄近速成二関スル諭願」 a901午ν]Ⅱ日提出)、「1捌途郭丘1線中鉄道速成二渕スルi卸預
古」(1902年2打)なと、均06年(建設決定)までの経維が紹介される、、(~1、.}227)

『松江八丙八町内物語
0賜の巻』
a9551下)

新捌修松江市誌」
Q962午)

内心紅11中?f
「島根県、ト鉄道建設関係資料

(')」
住96"下)

「(松江の一引用者注)鉄道敷設促進運動は明治三二年八判からはじまつた。岡崎運兵衛、佐
藤喜八郎、三島佐次右衛門、福岡世徳と、つまり白潟財閥たちの期成委員たちは、第十四議
会に鳩山和夫をして法案提出させ、三十五年法案は通過した。」(P.162)

「明治二十三年山陰鉄道期成同盟会ができて松江市に*務所を置き、米子以西の松1工・浜
田・山口に通ずる鉄道の実現を期すべく中央に働きかけた。同年六月米子に鉄道事務所を
置き山陰線の事務を管理せしめ、三十五年十一月山陰で始めて境・米子・御来屋間に鉄道が
開通した。米子以西へは三十九年起工、同四十一年松江駅がしゆん工して、十一月八日開通
式をあげた。」(P.33D

『新修島根喋史」
通史緬2 近代

住967午)

「島根岬fFの最初の鉄道敷設が、倉敷一境という陰陽連絡にかんtるものから関心が寄せ
られていた」(P.即D

※以ド、「島桜県議会史』第]巻・第■飼折収のg,桜喋会に上る雄議・意兌、'井a8兜、1S95、]896、1900午)を
ι)J /＼

斗公北商工会議所七十午史』
(1967午)

①(山陰線敷設について)「島根県における鉄道敷設促進運動は、明治三十叉年八月1公1工市
の福岡世徳と岡崎運兵衛の両名を委員として上京させて以来活濃化」(P.752)
※汁§工市i艇1220~]227頁からの引用したとの注記ありψ.758)

②(陰陽連絡線の敷設に関して)「明治二十年代後半には、浜田と広島を結ぶ広浜鉄道、また
芸石鉄道の建設が計画され、その実現が要望されていた」(P.754)

NHK1公江放送局編
難井Rの百午」

(]968午)

「県下での具体的な建設事業着手は、明治の末年まで時期が下がるが、鉄道敷設の要望と運
動は二十年代から活漆にはじめられていたのであった。そうした要望のうち、もっとも早
い時期に表明されたのが、島根県会における二十五年十二月六日付「県、ド安来地方ヲ陰陽
連絡鉄道中問線二挿フ＼セラレン小ヲ請フ建議」である。」(P.3D
沖酎工什Hこおける6知首敷設促進運動は、明治三十叉年八村、福岡世徳と岡崎運兵衛の両名を
委員として上京されて以来活詞鄭ヒ」(P.75・76)

松村夾男洲
r島根百年j
Q968午)

内1博正中茗
『島根県の歴史」
(県史シリーズ32)

(1969午)

「島根県で、鉄道建設問題が貝.体化したのは明治二十五年のことである。や祁御島根県会の
有志議員から、島根県会の名において内務大臣に建議する「県下安来地方ヲ陰陽連絡鉄道
中間線二挿入セラレン*ヲ請フ建議」が提案可決される。」(P.169~17山

「鳥取県史』
近代第3巻経済編

( 1969年・)

「明治三十二年(中略)になって県民の要望を実現するための鉄道敷設運動が盛り上がり、
松江市内の有志数十人が集まって期成同盟会を設けた」(P.Ⅱ4)

内田兼四郎著
外公江交通物語』

(1977年)

「島根県で、鉄道建設問題が具体化したのは明治二十五年(ーハ九二)のことである。(中ヨ御
島根県会でも、内務大臣にたいして"県下安来地方を陰陽連絡鉄道中問線に挿入せられん
』とを請う建議"力S提案可決された。」(P.174)

速水保孝編著
「出雲の歴史」
a977年)

「陸の孤島鳥取県にも、山陽鉄道の進展と二十年の私設鉄道条例の公布に刺激され、ようや
く鉄道敷設の要望が高まり始めた。同年九月十一日には、鳥取・島根両県の県会議員が松江
で会同し、岡山と境を結ぶ陰陽連絡鉄道の開設運動の方針を定めた。」(P.746)

内藤正中砦
究っが町の歴史・松江」

(1979年)

「山陰縦貫線実現の統一的運動が進められたのは明治三十五年(一九0二)以降であった。
松江市に於ける鉄道敷設運動は明治三十二年(ーハ九九)七月であった。」(P.34)

「山陰の鉄道は、はじめは陰陽連絡を老えて企画される。二十六年に鉄道院が立てた官設鉄
道計画も姫路・鳥取・米子・境を結ぶものであって'」(池橋達雄XP.385)

「山陰鉄道の敷設については、ーハハ七(明治二0)年頃から話題となり、『山陰新閉』にも記
事をみることができる。しかし本格的な鉄道敷設促進運動は、ーハ九九(明治三二)年八月
に福岡世徳(市長)と岡崎運兵衛(衆議院議員)ら四名を代表委員として上京させて以来で、
翌年一二月には山陰鉄道期成同盟会も結成された。こうして一九0六(明治三九)年から、
境一米子を起点にして東と西へ鉄道工事がすすめられていった。」(P,21の
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以下右頁に続く



第
二
は
一
八
九
二
年
(
明
治
二
五
に
晶
で
鉄
道
問
題
が
「
具
体
化
」
し
た
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
【
表
】
で
は
『
松
江
商
工
会
議
所
七
十
年
史
』
、
N
H
K
松
江
放
送
局
編
『
島

§
)

根
の
百
年
』
な
ど
が
あ
る
。
同
年
六
旦
三
日
に
、
全
国
三
三
項
も
の
予
定
線
を
掲
げ

政
府
の
全
国
的
鉄
道
網
整
備
の
構
想
を
提
示
し
た
鉄
道
敷
設
法
(
法
律
第
四
号
)
が
公
布

(
1
)

さ
れ
た
。
同
法
は
第
一
期
の
計
画
に
お
い
て
島
根
県
を
度
外
視
t
る
な
ど
の
問
題
が
あ
り

晶
へ
の
鉄
道
敷
設
を
求
め
る
べ
く
、
島
根
冬
は
三
一
月
六
日
に
「
県
下
安
来
地
方
ヲ

陰
陽
連
絡
鉄
道
中
間
線
二
挿
入
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
請
フ
建
議
」
を
可
決
し
た
。
こ
う
し
た
島

根
冬
に
ょ
る
以
後
再
三
に
わ
た
る
建
議
・
意
見
書
は
『
島
根
県
議
会
史
』
第
一
巻
・
第

(
、
ご

二
巻
(
一
九
五
九
年
刊
)
に
ょ
っ
て
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
八
九
二

年
に
「
具
体
化
」
す
る
と
し
た
著
作
は
同
書
の
内
容
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

第
三
は
二
八
九
九
年
(
明
治
三
己
に
鉄
道
敷
設
運
動
が
活
発
化
、
も
し
く
は
始
ま
っ

た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
新
修
島
根
県
史
』
を
は
じ
め
多
く
の
著
作
が
取
り
上

(
6
)

げ
て
い
る
こ
と
で
、
上
野
富
太
郎
・
野
津
静
一
郎
編
『
松
江
嘉
』
(
一
九
四
一
年
刊
)

の
内
容
を
受
け
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
書
は
松
江
市
で
は
一
八
九
九
年
に
鉄
道
敷

設
運
動
が
「
俄
然
擡
頭
」
し
、
翌
年
に
「
山
陰
鉄
道
期
成
同
盟
会
」
の
設
立
を
も
っ
て
運

動
が
発
展
・
全
県
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
書
の
成
果
は
「
山
陰
鉄
道
期
成
同

盟
会
」
以
降
、
一
九
0
六
年
の
米
子
S
今
市
(
現
出
雲
市
)
間
の
敷
険
定
に
至
る
ま
で

の
運
動
の
状
況
を
籍
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

【
表
】
中
の
『
松
江
市
誌
』
・
『
島
根
県
議
会
史
』
以
降
の
多
く
の
著
作
は
そ
れ
ぞ
れ
新

た
な
史
料
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
晶
へ
の
鉄
道
開
通
ま
で
の
民
(
【
表
】

で
は
割
愛
し
て
い
る
)
も
含
め
て
、
出
典
を
詳
細
に
明
記
し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
が
、

基
本
的
に
は
前
記
両
書
の
内
{
谷
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
島
根
県
の
幹

線
鉄
道
開
通
ま
で
の
鉄
道
敷
難
動
に
関
す
る
研
究
は
、
『
松
江
嘉
』
・
罵
根
県
雲
史
』

(
7
)

以
来
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
地

域
の
鉄
道
敷
釜
動
に
関
す
る
研
究
を
両
書
の
水
準
か
ら
一
歩
進
め
た
い
が
、
問
題
は
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

次
に
、
両
書
の
引
用
の
さ
れ
か
た
を
確
認
し
て
み
た
い
。
『
松
江
市
誌
』
は
、

、し

一
八
九
九
年
以
前
の
こ
と
に
関
し
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
年
に
「
俄
然

欝
」
し
た
の
は
「
松
江
市
に
於
け
る
」
運
動
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の

著
作
に
お
い
て
は
、
県
レ
ベ
ル
で
の
鉄
道
敷
鐙
動
の
始
ま
り
を
一
八
九
九
年
と
t
る
も

の
が
現
れ
る
。
『
新
聞
に
見
る
山
陰
の
世
相
百
年
』
は
、
「
島
根
県
の
鉄
道
敷
設
運
動
は
(
中

略
)
三
十
二
午
松
江
市
と
松
江
商
業
会
議
所
の
有
志
が
鉄
道
期
成
同
盟
会
を
つ
く
つ
た

(
S
)

の
が
始
ま
り
」
と
、
一
八
九
九
年
以
前
の
動
き
を
全
く
消
し
去
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は

詳
し
く
述
べ
な
い
が
、
松
江
市
で
本
格
的
な
鉄
道
敷
設
運
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

り
き
心
り

は
一
八
九
三
年
七
月
に
市
長
福
岡
世
徳
を
中
心
に
市
役
所
内
に
「
松
江
米
子
間
鉄
道
請

(
9
)

願
事
務
所
」
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
『
松
江
嘉
』
の
「
俄
然
擡
頭
」

と
い
う
表
現
に
は
注
意
を
要
す
る
。
し
か
し
、
同
書
以
降
の
特
に
松
江
市
に
関
す
る
著
作

の
多
く
は
、
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
極
め
て
無
批
判
に
『
松
江
嘉
』
の
内
容
を
引
用
し

て
き
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
一
八
九
二
年
を
運
動
の
始
期
、
あ
る
い
は
画
期
と
t
る
も
の
に
つ
い
て
も
伺

様
に
問
題
が
あ
る
。
鉄
道
敷
設
法
公
布
後
、
県
内
で
も
鉄
道
敷
設
運
動
が
活
発
化
す
る
が
、

(
W
)

そ
れ
は
同
法
が
示
す
予
定
線
を
軸
に
展
開
さ
れ
た
。
同
法
に
ょ
り
官
談
道
建
設
の
法

的
手
順
が
明
確
化
さ
れ
た
の
で
、
同
法
の
第
一
期
線
を
能
義
郡
経
由
に
し
よ
う
と
し
た
先

述
の
島
根
昊
本
の
建
議
な
ど
は
、
確
か
に
鉄
道
実
現
に
向
け
た
「
具
体
的
」
な
動
き
で
あ
っ

f
)

た
と
言
え
る
。
ま
た
、
鉄
道
問
題
が
県
政
の
課
題
と
し
工
洋
上
し
た
こ
と
は
一
つ
の
画

期
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
旨
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
鉄

道
敷
設
に
向
け
た
動
き
は
存
在
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
鉄
道
問
題
が
「
具
体
化
」
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す
る
以
前
の
状
況
を
不
問
し
た
ま
ま
、
同
年
に
「
具
体
化
」
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
島
根
県
に
お
け
る
幹
袈
道
開
通
ま
で
の
箔
敷
難

動
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
問
題
点
は
地
域
で
の
鉄
道
敷
設
運
動
の
憲
解
明
の

作
業
を
抜
き
に
し
て
、
『
松
江
市
誌
』
や
『
島
根
県
議
会
史
』
の
内
容
を
引
用
し
、
そ
れ

ら
を
直
線
的
に
結
び
つ
け
て
論
じ
よ
う
と
す
る
た
め
、
一
向
に
記
述
が
具
体
的
に
な
ら
な

(
2
)

い
と
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
具
体
化
」
・
「
台
頭
」
・
「
活
発
化
」
と
い
っ
た
言
葉
で
大

雑
把
に
片
付
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
史
実
を
見
落
と
し
た

り
、
さ
ら
に
は
歪
め
て
し
ま
う
と
い
っ
た
重
大
な
過
ち
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
研
究
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
た
め
の
基
礎
的
な
業
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
暖
昧
に
さ
れ
て
き
た
地
域
の
鉄
道
敷
設
運
動
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
、
島

根
岳
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
、
出
来
る
限
り
史
料
に
基
づ
い
て
曹
て
い
く
こ
と
と
t

る
。
本
稿
で
主
に
用
い
る
史
料
は
島
根
県
松
江
に
本
局
を
置
く
『
山
陰
新
聞
』
(
一
ハ
ハ
ニ

年
創
刊
)
で
あ
る
。

鉄
道
敷
強
の
成
立
を
め
ぐ
つ
て
は
、
同
法
が
晶
へ
の
鉄
道
敷
設
を
遅
ら
せ
る
大
き

な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
や
地
域
の
鉄
道
敷
設
運
動
が
活
発
化
す
る
契
機
に
な
っ
た
こ
と

な
ど
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。
よ
っ
て
、
本

稿
が
対
象
と
す
る
時
期
は
、
山
陰
地
域
で
鉄
道
に
対
す
る
期
待
や
関
心
が
高
ま
る
第
一

次
鉄
道
熱
期
か
ら
、
島
根
県
内
で
主
体
的
な
鉄
道
敷
益
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

(
3
)

一
八
九
一
年
ま
で
と
t
る

0

第
一
章
第
一
次
鉄
道
熱
と
山
陰
地
域

第
一
節
一
八
八
七
年
九
月
の
松
江
で
の
会
合
を
め
ぐ
っ
て

一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
)
年
か
ら
一
八
八
九
年
に
か
け
て
、
全
国
的
な
私
設
鉄
道

設
立
ブ
ー
ム
が
到
来
t
る
。
こ
れ
は
松
方
デ
フ
レ
の
藍
と
、
日
本
鉄
道
会
社
(
一
八
八
一

年
創
立
)
の
好
成
誓
削
さ
れ
た
も
の
で
、
関
酉
山
陽
、
九
州
な
ど
の
大
私
鉄
会

社
は
こ
の
時
期
に
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
八
八
五
年
か
ら
一
八
九
二
年
ま
で
に
出

願
さ
れ
た
私
鉄
は
五
0
社
に
の
ぼ
る
が
、
設
立
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
わ
ず
か
一
四
社
に

(
Ⅱ
)

す
ぎ
ず
、
こ
の
時
期
の
於
鉄
道
計
画
は
投
機
的
な
も
の
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
ブ
ー
ム
は
一
八
九
0
年
桃
の
到
来
で
一
気
に
沈
静
化
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
私
鉄

ブ
ー
ム
を
、
日
清
陰
期
の
私
鉄
ブ
ー
ム
と
区
別
し
て
鉄
道
史
で
は
第
一
次
鉄
道
熱
と
呼

ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
山
陰
地
域
も
そ
う
し
た
鉄
道
熱
の
な
か
に
あ
っ
た
。

島
根
県
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
に
向
け
た
最
初
の
動
き
は
、
と
ぅ
し
た
時
期
の
一
八
八
七

年
九
月
三
日
に
島
根
・
鳥
取
両
県
の
代
議
士
が
松
江
に
集
ま
り
岡
山
S
鳥
取
県
境
間

を
結
ぶ
陰
陽
連
謬
道
の
敷
設
を
協
議
し
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
【
表
】
に

も
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
九
年
刊
の
『
鳥
取
県
史
』
近
代
・
一
弔
三
巻
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
、
近
年
で
は
老
川
慶
喜
著
『
日
本
史
小
百
科
近
代
人
鉄
道
>
』
(
一
九
九
六

鰯
)

年
刊
)
、
錦
織
勤
・
池
内
敏
編
『
鳥
取
米
子
と
隠
岐
(
街
道
の
日
本
史
三
七
)
』
全
0
0
五

(
鰯
)

年
刊
)
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
通
説
化
し
て
い
る
。

さ
て
、
一
響
が
こ
の
松
江
で
の
会
合
が
最
初
の
動
き
だ
と
「
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た

の
は
、
松
江
で
発
行
さ
れ
た
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
八
七
年
一
 
0
月
一
九
日
付
)
に
そ
れ

を
全
く
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
山
陰
鉄
道
会
議
」
と
題
す

る
記
事
は
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

過
日
来
の
朝
日
新
聞
神
戸
通
信
中
に
当
地
に
於
て
雲
石
因
伯
の
冬
議
員
が
集
合
し
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て
山
陰
鉄
道
敷
設
の
為
め
会
議
を
開
き
し
旨
を
二
回
ま
で
記
載
せ
し
が
這
は
何
角
の

備
に
て
も
あ
る
べ
し
右
等
の
事
実
は
全
た
く
無
根
な
れ
ど
も
早
晩
此
点
に
着
目
せ

ん
こ
と
は
吾
人
の
希
望
す
る
所
に
ぞ
あ
る

記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
『
朝
日
新
聞
』
(
大
阪
に
て
発
行
)
の
「
神
戸
通
信
」
に
は
九
月

二
0
日
付
、
-
 
0
月
九
日
付
で
山
陰
地
方
の
冬
議
員
ら
に
ょ
る
「
山
陰
鉄
道
」
の
計
画

が
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
以
下
は
そ
の
記
事
で
あ
る
。

①
九
月
二
0
日
付
『
朝
日
新
聞
』
・
「
神
戸
通
信
」

山
陰
道
の
海
産
物
其
他
重
要
産
物
に
富
む
こ
と
は
世
人
も
已
に
知
了
せ
る
所
な
る
が

此
諸
産
物
は
運
輸
の
路
未
だ
開
け
ざ
る
に
由
り
て
所
黒
腐
陳
々
相
因
る
の
傾
な
き

に
し
も
あ
ら
ざ
る
に
ぞ
出
雲
、
石
見
因
幡
伯
耆
の
冬
議
員
は
夫
の
山
陽
鉄
道

の
布
設
も
遠
き
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
右
四
国
を
連
貫
し
た
る
一
線
の
鉄
道
を
布
設
し

て
備
前
の
岡
山
に
通
じ
同
處
に
て
山
陽
鉄
道
に
接
続
せ
し
め
此
釜
を
以
て
産
物
の

運
輸
を
な
さ
ん
と
計
画
し
線
路
の
調
査
を
も
な
し
を
る
趣
な
る
が
此
計
画
に
し
て
成

立
た
ら
ん
に
は
直
ち
に
株
金
笈
に
着
手
す
る
都
合
な
り
と
い
へ
り
蓋
し
此
鉄
道
遂

に
落
成
し
て
産
物
の
運
輸
を
始
め
な
ぱ
産
物
運
輸
の
一
事
の
み
は
山
陽
鉄
道
よ
り
も

盛
な
る
べ
き
か

②
一
 
0
月
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』
・
「
神
戸
通
信
」

山
陰
鉄
道
布
設
の
計
画
あ
る
事
は
已
に
報
道
を
経
た
る
が
猶
聞
得
た
る
所
に
拠
れ
ば

該
発
起
者
た
る
出
雲
、
石
見
伯
耆
、
因
幡
四
国
の
旧
尖
誓
は
去
一
日
出
雲
の
松

」
,

江
に
会
合
し
線
路
ハ
右
四
国
を
連
貫
し
て
備
前
の
岡
山
に
入
ら
め
し
同
處
に
て
山
陽

鉄
道
と
接
続
す
る
に
決
議
せ
り
と
ぞ
又
此
山
陰
鉄
道
は
其
長
さ
山
陽
鉄
道
に
及
ば
ざ

れ
ど
も
線
路
中
石
見
国
は
巌
石
頗
る
多
く
し
て
施
工
困
難
な
れ
ぱ
費
額
は
金
一
千
万

円
を
要
す
と
い
へ
リ

続
い
て
、
-
 
0
月
二
二
日
付
の
鼎
に
ル
靴
が
桜
じ
ら
れ
た
。

③
一
 
0
月
三
百
付
『
朝
日
新
聞
』
・
「
神
戸
通
信
」

夫
の
山
陰
鉄
道
布
設
出
願
の
事
は
其
主
唱
た
る
出
雲
石
見
伯
耆
因
幡
の
冬
議
員
及

び
有
志
が
去
十
五
日
出
雲
の
松
江
に
会
し
出
願
委
員
を
選
挙
せ
り
と
い
ふ
又
此
工
費

予
算
は
金
一
千
万
円
な
れ
ど
も
出
雲
石
見
の
二
国
に
は
富
人
頗
る
多
き
に
付
璽
し

得
ん
こ
と
容
易
な
る
べ
し
と
い
へ
リ

と
れ
ら
一
連
の
「
神
戸
通
信
」
に
ょ
る
と
、
「
山
陰
鉄
道
」
計
画
に
つ
い
て
一
 
0
月
一

日
と
一
五
日
に
松
江
で
協
議
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
-
 
0
月
九
日
付
記
事
で

は
「
費
額
」
が
こ
千
万
四
と
の
具
体
的
な
情
報
が
現
れ
、
-
 
0
旦
三
日
付
記
事
に
至
っ

て
は
「
出
願
委
員
を
選
挙
」
し
た
な
ど
と
話
が
独
り
歩
き
し
て
い
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。

介
)

な
お
、
こ
れ
ら
『
朝
日
新
聞
』
に
似
た
よ
う
な
記
事
は
九
月
二
五
日
付
『
山
陽
新
報
』
(
岡

(
玲
)

山
)
、
-
 
0
月
三
二
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
も
見
ら
れ
る
。

前
掲
『
鳥
取
旧
貫
』
に
は
典
拠
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
等
は
典
拠
と
な
る
史

料
に
辿
り
着
け
な
か
っ
た
。
『
山
陰
新
聞
』
を
見
る
限
り
、
九
月
・
-
 
0
月
に
松
江
で
陰

(
玲
)

陽
連
絡
鉄
道
に
関
t
る
協
議
が
な
さ
れ
た
と
い
、
P
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
両
県
に
関

係
す
る
会
合
と
し
て
は
、
九
月
一
五
日
よ
り
松
江
で
島
根
鳥
取
両
県
連
合
繭
糸
共
進
会
が

(
0
)

開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

当
時
、
『
山
陰
新
聞
』
の
紙
面
に
は
遠
く
は
山
陽
鉄
道
に
関
す
る
情
報
が
掲
載
(
八
月

二
0
貝
九
旦
五
旦
さ
れ
る
な
ど
、
鉄
道
事
業
に
関
す
る
同
紙
の
編
集
者
の
関
心
度

は
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
松
江
で
陰
陽
連
絡
鉄
道
に
関
t
る
協
議
が
行
わ
れ
れ
ぱ
一
大

ニ
ユ
ー
ス
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
の
ち
の
時
代
に
見
ら
れ
る
晶
外
で
の
鉄
道
敷
設
運
動

に
対
t
る
同
紙
の
詳
細
な
報
道
の
あ
り
か
た
か
ら
し
て
も
、
『
朝
日
新
聞
』
な
ど
が
伝
え

る
松
江
で
の
会
合
は
誤
閏
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
山
陰
新
聞
』
で
島
根
県
に
関
わ
る
鉄
道
計
画
を
報
じ
た
最
初
の
記
事
は
、

ハ
ハ
七
年
四
月
二
0
日
付
「
広
島
県
下
の
箔
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
呉
=
議
長
な
る
」
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脇
栄
太
郎
と
粟
村
信
武
(
広
島
商
業
会
議
所
会
頭
)
ら
広
島
の
有
志
が
「
同
地
よ
り
出
雲

の
松
江
へ
線
路
を
布
設
せ
ん
と
企
て
」
た
こ
と
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

記
事
は
広
島
県
側
の
動
き
を
紹
介
t
る
の
み
で
あ
り
、
島
根
県
の
人
々
の
動
き
は
わ
か
ら

鉄
道
に
対
t
る
期
待
は
も
っ
と
早
く
か
ら
『
山
陰
新
聞
』
紙
上
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ぱ
、

一
八
八
四
年
八
月
二
三
日
付
「
山
陽
鉄
道
」
と
い
つ
記
事
で
は
「
頃
日
大
坂
に
於
て
神
坂

の
紳
士
数
名
相
会
し
て
山
陽
道
鉄
道
会
社
創
立
の
需
あ
り
し
と
同
地
の
新
聞
に
出
た
る

が
、
果
し
て
然
る
挙
の
あ
る
と
せ
は
実
に
賀
す
へ
き
の
事
に
し
て
、
こ
れ
な
ら
ぱ
我
々
が

ち
ょ
つ
と
及
ひ
届
き
も
無
い
と
お
も
ひ
し
山
陰
池
又
早
晩
汽
車
の
煙
り
を
望
む
に
至
ら

(
れ
)

ん
か
」
と
、
山
陰
へ
の
鉄
道
の
延
伸
に
対
す
る
淡
い
期
待
松
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
八
八
七
年
九
旦
三
日
付
「
山
陰
鉄
道
の
初
耳
」
と
い
う
記
事
で
は
、
関
西
鉄
道
株
式

会
社
が
京
都
S
為
間
(
同
社
の
創
立
時
の
計
画
に
あ
っ
た
京
都
S
宮
津
間
の
野
で
あ

(
2
)

ろ
う
か
)
の
鉄
道
を
計
画
中
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
此
鉄
道

成
功
の
日
に
至
ら
は
我
が
松
江
の
如
き
も
交
通
の
便
の
み
な
ら
す
経
済
上
至
大
の
関
係
を

及
ぼ
す
事
な
る
べ
し
」
と
の
期
待
釜
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
は
冒
頭
「
近

ニ
、
ワ
こ
.
、
ノ

時
各
地
に
鉄
道
騒
き
の
鴛
々
た
る
に
も
拘
ら
す
所
詮
と
れ
ぱ
か
り
は
と
澄
し
て
居
た
る
我

が
山
陰
道
中
の
一
地
方
へ
今
日
鉄
道
の
計
画
あ
ら
ん
と
は
思
は
ざ
り
し
に
」
と
い
う
言
葉

か
ら
始
ま
り
、
鉄
道
熱
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
眺
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
も
受
け

る
。

こ
れ
ら
一
連
の
『
山
陰
新
閉
』
の
記
事
か
ら
は
、
島
根
県
の
人
々
の
鉄
道
に
対
す
る
関

心
の
高
ま
り
^
^
い
^
^
と
い
っ
た
も
の
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
島
^
県
の
^
か
ら

の
鉄
道
実
現
に
向
け
た
動
き
は
見
え
て
こ
な
い
。

第
二
節
一
八
八
九
年
に
お
け
る
鉄
道
計
画
と
島
根
・
鳥
取
両
県

第
一
次
鉄
道
熱
は
一
八
八
九
年
(
明
治
三
一
)
に
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
同
年
に
は

山
陰
地
域
に
関
わ
る
鉄
道
計
画
が
現
れ
る
。
第
一
に
、
関
西
の
実
業
家
た
ち
に
ょ
る
、
山

陰
を
東
西
に
結
ぶ
山
陰
鉄
道
計
画
で
あ
る
。
山
陰
鉄
道
会
社
は
兵
庫
県
神
崎
S
舞
鶴
S

兎
)

久
美
浜
S
鳥
取
S
米
子
S
松
江
間
の
路
線
を
計
画
し
て
い
た
。
関
西
地
方
に
お
い
て
は
、

京
都
府
舞
鶴
が
第
四
海
軍
区
の
鎮
守
府
の
有
力
な
候
補
地
と
目
さ
れ
る
な
か
、
同
年
四

区
)

打
か
ら
六
月
の
間
に
舞
鶴
を
南
か
ら
目
指
す
鉄
道
計
画
が
六
社
相
次
い
で
生
ま
れ
た

0

山
艇
道
会
社
と
は
、
そ
の
中
の
一
つ
摂
丹
鉄
道
(
神
崎
S
三
田
S
篠
山
S
福
知
山
S

舞
鶴
)
が
五
月
に
舞
鶴
S
松
江
間
の
路
線
を
延
長
し
て
出
願
・
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
関
西
の
実
業
家
た
ち
に
ょ
る
と
れ
ら
の
計
画
は
山
陰
鉄
道
も
含
め
、
政
府

に
ょ
っ
て
全
て
却
下
さ
れ
、
計
画
は
頓
挫
す
る
。
池
橋
達
雄
氏
は
、
「
山
陰
鉄
道
」
と
い

零
)

う
言
葉
が
最
初
に
出
る
の
は
こ
の
計
画
に
お
い
て
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

0

第
二
に
、
関
西
地
方
で
の
こ
う
し
た
動
き
と
連
動
す
る
か
の
ご
と
く
、
六
月
以
降
鳥
取
・

岡
山
両
県
を
ま
た
が
る
陰
陽
連
絡
鉄
道
計
画
が
登
学
る
。
こ
の
よ
う
に
一
八
八
九
年
は

山
陰
地
域
が
鉄
道
敷
設
に
向
け
て
大
き
く
動
い
た
年
と
な
っ
た
。
本
節
で
は
そ
う
し
た
同

年
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
島
根
・
鳥
取
両
県
の
状
況
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
っ

オ

(
こ
鳥
取
県
で
の
状
況

『
山
陰
新
聞
』
か
ら
は
一
八
八
九
午
鳥
取
県
に
お
い
て
四
線
の
陰
陽
連
誤
道
計

画
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
島
根
県
側
の
特
徴
を
考
察
t
る
上
で
も
重
要

な
の
で
、
以
下
は
簡
単
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
、
同
年
に
お
け
る
鳥
取
県
で
の
鉄
道
敷
設
運

動
の
状
況
を
同
紙
か
ら
概
観
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
私
談
道
と
し
て
計
画

元
)

さ
れ
た

0

メ
V

39

0



第
一
は
米
子
S
玉
島
間
で
あ
る
(
「
西
線
」
と
称
さ
れ
た
)
。
同
路
線
は
伯
耆
地
域
西
部

の
日
野
・
会
見
両
郡
の
有
志
者
と
、
岡
山
県
浅
口
郡
の
有
志
者
が
そ
の
実
現
を
目
指
し
て

(
町
)

{
"
'
h
)

い
た
。
七
月
二
二
日
に
は
、
岡
山
県
よ
り
来
県
し
た
「
口
谷
九
郎
」
・
「
辻
英
一
三
と
会
見
・

露
)

日
野
両
郡
有
志
者
が
米
子
に
て
協
議
を
行
っ
て
い
る
。
第
二
の
路
線
は
米
子
S
津
山
S

岡
山
県
和
気
間
(
同
地
に
て
山
陽
鉄
道
と
接
続
)
で
あ
る
。
米
子
S
津
山
間
は
日
野
郡
か

ら
岡
山
県
勝
山
を
経
由
す
る
と
さ
れ
、
「
国
道
線
」
や
「
西
伯
鉄
道
需
」
な
ど
と
称
さ

(
9
)

れ
た
。
こ
の
路
線
に
は
鳥
取
県
の
米
子
・
日
野
郡
有
志
者
と
岡
山
県
の
美
作
地
域
の
有

志
者
ら
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
島
根
県
と
の
関
連
で
注
目
t
べ
き
動
き
が
見
ら

れ
た
。
九
月
二
四
日
に
勝
山
に
て
鳥
取
・
岡
山
両
県
有
志
者
に
ょ
る
協
議
会
甫
催
さ
れ
、

「
国
道
線
」
実
現
に
向
け
て
の
委
員
の
選
定
仮
免
許
下
付
請
願
に
向
け
て
の
方
針
等
が

決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
に
日
野
・
会
見
両
郡
で
雲
石
両
国
に
需
し
賛
成
を
得
る
事
」

(
豁
)

が
含
ま
れ
て
い
た
。
「
国
道
線
」
実
現
に
向
け
て
は
島
根
県
側
へ
の
運
動
の
拡
大
も
視
野

に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
米
子
S
倉
吉
S
津
山
S
岡
山
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
は

(
N
)

伯
耆
地
域
の
東
部
四
郡
(
汗
入
・
八
橋
・
久
米
・
河
村
)
の
有
志
者
が
関
わ
っ
て
い
た

0

最
後
に
第
四
は
高
草
郡
古
海
(
海
徳
村
鳥
取
近
傍
)
S
八
上
郡
河
原
S
同
郡
今
在
家
(
東

郷
村
)
 
S
同
郡
船
岡
S
八
東
郡
福
井
軍
村
)
 
S
同
郡
若
桜
を
経
由
し
て
姫
路
に
至
る
路

(
3
)

線
で
あ
る

0

そ
し
て
、
こ
れ
ら
各
路
線
の
有
志
者
は
自
線
の
優
位
性
を
実
証
す
べ
く
、
よ
り
具
体

的
な
行
動
を
起
し
て
い
た
。
先
に
挙
げ
た
第
一
、
第
二
の
路
線
に
お
い
て
は
帝
国
工
業

会
社
技
師
で
工
学
士
の
小
田
川
全
之
を
雇
っ
て
実
地
測
量
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

(
3
)

で
き
る

0

陰
新
聞
』
を
見
る
限
り
ほ
と
ん
ど
動
き
が
見
ら
れ
な
い
。
先
に
述
べ
た
、
米
子
S
玉
島
間

の
鉄
道
計
画
を
進
め
て
い
る
浅
口
郡
有
志
者
の
板
谷
と
辻
は
、
七
月
二
二
日
に
米
子
で
協

議
を
行
っ
た
の
ち
、
松
江
に
向
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
は
「
談
道
に
於
け
る
民
間
有
志
者

の
意
見
を
叩
か
ん
が
為
竺
三
の
豪
紳
を
訪
問
せ
し
が
其
の
挙
最
と
も
希
望
す
る
所
な
り

滴
)

と
の
賛
成
を
得
」
た
。
こ
れ
は
、
『
山
陰
新
聞
』
紙
上
に
お
い
て
、
鉄
道
敷
設
に
向
け
た

島
根
県
の
人
々
の
地
域
で
の
動
き
が
確
墾
き
る
最
初
の
記
事
で
あ
る
。
記
事
か
ら
は

コ
三
一
の
覇
」
が
誰
な
の
か
、
ま
た
、
協
議
の
具
体
的
な
内
容
も
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
記
事
は
こ
の
年
唯
;
み
一
件
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
鉄
道
熱
と
隔
絶
さ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
な
無
風
状
況
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
山
陰
新
聞
』
で
は
「
山
陰
地
方
及
び
京
都
府
下
よ
り
続
々
株
券
の
申
込
み

(
肪
)

あ
る
よ
し
」
と
も
報
じ
ら
れ
た
が
、
山
陰
鉄
道
高
に
対
し
て
島
根
県
の
人
々
が
働
き

か
け
た
こ
と
が
^
認
で
き
る
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
(
こ
の
点
は
鳥
取
県
に
関
し
て
も
同

瀦
)

(
逝

雫
あ
っ
た
)
。
同
紙
に
ょ
っ
て
、
同
鉄
道
の
工
区
、
梨
の
状
況
、
収
支
概
算
な
ど

N
の
霜
は
島
根
県
へ
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
計
画
に
関
す
る
情
報
が
無
か
っ
た
訳
で
は

な
い
。
た
だ
し
、
山
陰
鉄
道
で
は
大
阪
・
摂
丹
地
方
で
株
主
申
込
み
が
殺
到
し
「
殆
ん
ど

満
員
」
の
た
め
「
山
陰
地
方
の
資
本
家
よ
り
進
ん
で
株
主
た
ら
ん
こ
と
を
申
込
め
ば
格
別

然
ら
ざ
れ
ぱ
蓼
社
に
て
山
陰
地
方
よ
り
株
主
を
笈
す
る
事
は
為
さ
ゞ
る
筈
」
で
あ
っ

需
)

た
ら
し
い

0

今
の
と
こ
ろ
新
聞
以
外
の
史
料
を
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
山
陰
地
域
に
お
い
て
同

計
画
に
対
す
る
関
心
は
低
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
六
月
二
五
日

付
の
『
山
陰
新
聞
』
で
の
東
都
久
客
・
柳
原
豊
太
郎
に
ょ
る
投
書
「
山
陰
鉄
道
ノ
企
ヲ
聞

キ
テ
三
丹
因
伯
雲
石
ノ
資
産
家
二
望
厶
」
で
あ
る
。
柳
癌
互
太
郎
が
い
か
な
る
人
物
で
あ

る
か
は
不
明
で
あ
る
が
そ
倫
京
ら
在
京
者
と
思
わ
れ
る
。

柳
原
は
、
「
山
陰
鉄
道
ノ
設
<
止
」
に
つ
い
て
「
近
日
接
手
セ
ル
山
陰
各
地
ノ
新
聞
及
ヒ

(
二
)
島
根
県
で
の
状
況

鳥
取
県
に
お
い
て
箔
終
研
が
活
況
を
呈
す
る
一
方
、
島
根
県
に
お
い
て
は
『
山
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信
室
旦
於
テ
モ
一
般
人
民
就
挨
貝
産
家
力
之
レ
ニ
対
ス
ル
待
ノ
冷
淡
ノ
如
き
状
況

」
ー

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
「
ヲ
シ
テ
筆
ヲ
舎
テ
~
喫
タ
ラ
シ
ム
ル
」
も
の

で
あ
つ
た
。

驫
力
)

彼
は
「
如
此
ン
バ
人
ア
リ
若
シ
山
口
地
方
一
蚕
産
家
ナ
シ
ト
云
フ
モ
吾
人
ハ
何
ヲ
以

テ
カ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
、
人
ア
リ
若
シ
山
陰
地
方
ノ
人
民
ハ
生
産
社
会
ノ
盲
目
者

ニ
÷
)

ナ
リ
ト
云
フ
モ
又
夕
吾
人
ハ
何
ヲ
以
テ
カ
之
ヲ
否
拒
ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
」
と
、
地
域
の
有
志

に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
加
え
つ
?
「
鳴
呼
我
山
陰
七
州
ノ
資
産
家
ヨ
此
鉄
道
ノ
設
計

ハ
決
シ
テ
他
人
ノ
為
メ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ロ
何
ン
ゾ
自
ラ
進
ン
テ
此
挙
ヲ
賛
セ
サ
ル
何
ン
ソ
願

然
奮
フ
テ
此
ノ
成
エ
ノ
迅
速
ヲ
希
ハ
サ
ル
」
と
嘆
い
て
い
る
。
彼
に
ょ
る
と
、
箔
が
で

き
た
場
合
、
「
資
本
ヨ
リ
生
ス
ル
百
般
ノ
生
産
二
向
テ
其
ノ
販
路
ヲ
与
へ
、
爾
力
掌
中
ナ

ル
山
園
田
野
ヲ
シ
テ
生
色
滴
ル
カ
如
ク
ナ
ラ
シ
ム
ル
」
こ
と
が
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。

柳
原
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
鉄
道
敷
設
を
熱
望
す
る
の
は
山
陰
地
方
が
「
各
地
ノ
中
最
モ

下
劣
ナ
ル
生
計
ノ
度
二
於
テ
在
ル
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
は
「
{
夫

二
産
業
ノ
発
達
二
緩
慢
ナ
ル
ニ
基
因
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
八
0
年
代
後
半
に
お

い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
は
っ
き
り
と
山
陰
地
域
の
不
振
が
表
明
さ
れ
、
そ
れ
を
脱
却
す
る

手
段
と
し
て
鉄
道
奪
上
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

山
陰
鉄
道
計
画
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
池
橋
達
雄
氏
が
『
島
根
県
大
百
科
事
典
』
で

罪
し
て
い
る
。
そ
れ
に
ょ
る
と
、
同
計
画
の
登
場
に
ょ
り
松
江
地
方
で
も
山
県
貫
鉄

角
)

道
の
建
設
を
望
む
声
が
強
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
『
山
陰
新
聞
』
か
ら
は
島
根
県
の
人
々
が
同
計
画
に
応
じ
た
様
子
は
見
当
た

ら
な
い
。
そ
し
て
、
翌
年
の
同
紙
に
お
い
て
も
島
根
旧
丙
で
の
鉄
道
敷
設
に
向
け
た
動
き

を
報
じ
た
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
一
八
八
九
年
の
山
陰
鉄
道
計
画
が
島
根
県

内
の
鉄
道
敷
設
運
動
に
響
を
与
え
た
と
は
言
い
難
い
。

第
三
節
第
一
議
会
に
お
け
る
動
き

第
一
絵
張
は
桃
の
到
来
と
と
も
に
立
ち
消
え
と
な
り
、
各
地
に
勃
興
し
た
私
鉄

計
画
は
鳴
り
を
ひ
そ
め
た
。
鉄
道
熱
の
ピ
ー
ク
時
で
t
ら
目
立
っ
た
動
き
の
見
ら
れ
な

か
っ
た
島
根
県
で
あ
っ
た
が
、
第
一
議
会
(
一
八
九
0
年
三
月
二
九
日
開
会
S
翌
年
三

月
七
日
閉
会
)
に
臨
ん
だ
同
県
代
議
士
は
鉄
道
問
題
に
関
し
て
い
か
な
る
動
き
を
見
せ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
議
会
に
お
い
て
、
政
府
は
、
横
川
S
軽
井
沢
間
一
五
0
万
円
、
直
江
津
S
柏
崎
間

-
 
0
0
万
円
の
鉄
道
建
設
費
を
要
求
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
周
知
の
如
く
、
衆
議
院
は
民
力

休
養
の
立
場
か
ら
政
府
提
出
の
一
八
九
一
年
度
予
算
案
か
ら
六
五
0
万
円
を
削
減
す
る

が
、
そ
の
中
に
は
直
江
津
S
柏
崎
問
の
鉄
道
建
設
費
久
王
額
)
が
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
第
一
製
の
衆
議
院
で
は
、
「
鉄
道
政
略
」
と
し
て
全
国
的
・
長
期
的
な
展

望
を
示
し
、
か
つ
公
債
に
ょ
る
鉄
道
建
設
で
あ
れ
ぱ
必
ず
し
も
鉄
道
拡
張
に
は
反
対
で
は

(
川
)

な
い
と
い
う
代
議
士
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
松
下
孝
昭
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

0

(
Ⅱ
)

そ
し
て
、
同
氏
も
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
代
議
士
の
な
か
に
、
島
根
県
選

(
狸
)

出
の
佐
々
田
燮
那
賀
郡
木
田
村
・
大
成
会
)
が
い
た
。
佐
々
田
は
鉄
道
敷
設
と
は
「
大

体
の
目
的
を
立
て
」
、
「
全
国
普
く
着
手
」
 
t
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。

一
八
九
一
年
二
月
一
八
貝
衆
議
院
本
会
議
で
は
横
川
S
軽
井
沢
間
の
鉄
道
建
設
費
に

続
さ
直
江
津
S
柏
崎
間
の
建
設
費
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
た
。
松
下
氏
が
紹
介
し
た

の
は
、
佐
々
田
に
ょ
る
同
路
線
の
建
設
費
削
除
の
意
見
で
あ
る
。
実
は
そ
の
際
、
山
陰
地

域
の
箔
敷
県
動
に
関
わ
る
興
味
深
い
発
言
を
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
を
こ
こ
で
明
ら

需
)

か
に
し
た
い

0

佐
々
田
は
ま
ず
自
ら
を
「
本
員
杯
モ
鉄
道
ノ
敷
設
ノ
拡
張
ヲ
望
厶
一
人
」
で
あ
る
と
断
っ

た
う
え
で
、
三
地
方
ノ
利
益
一
部
分
二
着
目
シ
テ
、
是
ガ
敷
設
拡
張
ス
ベ
キ
モ
ノ
デ
ナ

イ
ト
老
へ
マ
ス
、
否
我
々
ノ
膏
血
ヲ
琴
レ
タ
租
税
ヲ
以
テ
、
一
地
方
r
部
分
二
金
ヲ
費
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ス
モ
ノ
デ
ナ
イ
」
と
削
除
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
国
費
は
各
地
方
に
均
等
に
分
配
す
べ
き

と
い
う
論
理
が
儒
に
あ
る
。
佐
々
田
に
ょ
る
と
、
直
江
津
S
柏
崎
間
の
路
線
は
「
全
体

へ
関
係
ス
ル
コ
ト
ハ
少
ク
シ
テ
、
一
地
方
一
部
分
二
関
係
ス
ル
コ
ト
ガ
多
イ
」
顎
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
黒
に
着
手
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
佐
々
田
は
続

け
て
、
以
下
の
よ
う
振
べ
て
い
る
。

一
・
)

斯
ノ
如
キ
地
方
へ
百
万
円
ヲ
投
ジ
テ
鉄
道
ヲ
敷
設
ス
ル
ト
ス
レ
バ
、
是
ヨ
リ
ま
だ
先

キ
ニ
着
手
ス
ル
所
ガ
ア
ラ
ウ
、
(
中
略
)
、
私
モ
必
ズ
ア
ル
ト
信
ズ
ル
、
試
二
箔
敷

設
ヲ
熱
心
二
希
望
シ
請
願
シ
テ
居
ル
一
ニ
ヲ
申
セ
バ
、
北
陸
鉄
道
卜
云
フ
モ
ノ
ト
カ
、

又
山
陰
鉄
道
ト
カ
モ
、
山
形
ノ
鉄
道
ト
カ
、
東
北
ノ
鉄
道
卜
云
フ
モ
ノ
モ
ア
ル
、
私

ガ
此
ノ
四
ツ
ノ
部
分
二
就
イ
テ
考
察
ヲ
下
シ
テ
モ
其
ノ
関
係
ス
ル
所
ハ
皆
ナ
三
四

県
五
六
県
二
関
係
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
、
即
三
四
県
若
ク
ハ
玉
六
県
ノ
利
益
ニ
ナ
ル
ト

云
ツ
テ
、
此
ノ
鉄
道
ヲ
熱
心
三
布
望
シ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
老
へ
ル
(
傍
点
1
引
用

き
三
西
県
五
六
県
二
関
係
ス
ル
」
鉄
道
と
言
う
か
ら
に
は
島
根
県
を
含
め
た
山
器
県

を
貫
く
山
陰
縦
貫
線
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
佐
々
田
の
言
う
「
山
陰
鉄
道
」

と
は
、
本
章
第
二
節
で
述
べ
た
一
八
八
九
年
の
山
陰
鉄
道
計
画
を
さ
t
の
か
、
も
し
く
は

同
年
の
鳥
取
県
で
起
と
っ
た
陰
陽
連
絡
鉄
道
計
画
を
さ
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
ま
で
島
根
県
で
は
地
域
に
お
い
て
鉄
道
敷
設
運
動
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
民
意
を
代
表
す
る
代
議
士
・
佐
々
田
の
と
ぅ
し
た
発
言
は
極
め
て
興
味

深
い
。島

根
県
選
出
の
代
議
士
が
鉄
道
拡
張
に
対
し
て
前
向
き
で
あ
る
こ
と
は
次
の
出
来
事
か

ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
議
会
で
は
一
八
九
一
年
二
打
一
九
日
、
佐
藤
里
治
(
山
形
県

選
出
)
に
ょ
っ
て
、
私
鉄
の
合
併
や
買
収
公
N
よ
7
薪
難
設
と
い
っ
た
「
我
国
鉄

道
前
途
」
の
方
針
を
確
定
t
べ
く
、
調
査
を
行
う
た
め
の
特
別
委
員
の
設
置
を
求
め
る
動

(
"
)

議
が
一
六
七
名
も
の
賛
成
を
得
て
提
出
さ
れ
た
。
閉
会
が
問
近
に
迫
る
な
か
と
の
動
議

は
蜜
讓
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
贊
馨
の
中
に
は
島
根
県
選
出
代
議
士
全
六
名
中

翁
)

(
船
)

(
町
)

四
名
(
佐
々
田
懋
、
佐
々
木
善
右
衛
門
、
高
橋
久
炊
郎
、
吉
岡
倭
文
麿
)
、
鳥
取
県
選

(
梱
)

出
代
議
士
も
全
三
名
中
二
名
(
岡
崎
平
内
、
山
瀬
幸
人
)
が
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
全

国
の
代
議
士
に
と
つ
て
官
談
道
拡
張
を
望
む
声
は
強
く
、
そ
れ
は
山
陰
地
域
の
代
議
士

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
議
会
で
は
一
八
九
一
年
二
月
二
八
日
付
で
貴
衆
両
院
に
武
信
克
三
ほ

九
名
に
ょ
る
「
山
鼎
岡
山
市
ヨ
リ
美
作
国
津
山
及
山
陰
道
伯
耆
国
倉
吉
ヲ
経
テ

か

⑲

同
米
子
二
至
ル
鉄
道
布
設
ノ
請
願
」
が
提
出
さ
れ
た
。
佐
々
田
が
「
鉄
道
敷
設
ヲ
熱
心

二
希
望
シ
請
願
シ
テ
居
ル
」
と
指
摘
し
た
の
は
こ
の
請
願
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

は
鳥
取
県
の
有
志
者
に
ょ
っ
て
作
成
・
提
出
さ
れ
た
語
書
で
あ
る
が
、
前
節
で
述
べ
た

同
県
の
動
き
と
関
連
す
る
の
で
、
と
こ
で
簡
単
に
そ
の
特
徴
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

郭
)

請
願
書
は
岡
山
S
津
山
S
倉
吉
S
米
子
間
の
官
設
鉄
道
敷
設
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ

は
先
に
述
べ
た
一
八
八
九
年
の
鳥
取
県
に
お
け
る
陰
陽
連
絡
鉄
道
計
画
の
第
三
の
路
線
と

致
す
る
。
『
山
陰
新
聞
』
で
は
一
八
九
0
年
に
な
る
と
一
月
一
 
0
日
・
一
五
日
に
鳥
取

市
で
行
わ
れ
た
協
議
会
に
関
す
る
二
件
の
記
事
を
除
い
て
鳥
取
県
で
の
鉄
道
敷
設
運
動
に

(
述

関
す
る
記
事
は
一
旦
見
当
た
ら
な
く
な
る
。
請
願
書
は
呪
椛
に
ょ
り
地
域
の
私
設
方
式

で
の
箔
敷
設
運
動
が
頓
挫
す
る
な
か
で
、
官
設
方
式
で
の
実
現
を
目
指
t
方
針
に
切
り

替
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

語
者
で
名
前
が
わ
か
る
の
は
鳥
取
県
久
米
郡
倉
吉
町
の
武
信
克
三
七
会
見
郡
渡
村

(
現
境
港
市
)
出
身
の
問
脇
重
雄
お
ち
に
代
議
士
)
で
あ
る
。
「
切
和
介
」
議
員
は
貴
族
院

多
額
納
税
議
員
で
倉
吉
町
出
身
の
桑
田
藤
十
郎
、
同
県
選
出
代
議
士
の
山
瀬
幸
人
、
「
立

一
,
、
,
・
)

名
岐
」
(
岡
川
墨
出
の
代
議
士
・
立
石
岐
で
あ
ろ
う
)
の
三
名
で
、
い
ず
れ
も
路
線
地

域
に
深
く
関
わ
る
人
物
で
あ
る
。
請
願
書
で
は
「
該
地
方
有
志
者
ハ
数
千
円
ヲ
投
シ
テ
之
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力
計
画
ヲ
ナ
シ
一
昨
年
工
学
士
小
田
川
全
之
ヲ
聰
シ
テ
実
地
ヲ
梨
セ
シ
メ
エ
費
ヲ
量
ラ

シ
メ
タ
ル
」
結
果
「
凡
ソ
七
線
」
も
の
う
ち
、
こ
の
路
祭
最
適
と
判
断
し
た
と
あ
る
。

一
八
八
九
年
の
鳥
取
県
下
で
の
鉄
道
敷
設
運
動
の
経
験
は
請
願
書
の
提
出
と
し
て
結
実
し

た
の
で
あ
る
。
請
願
書
は
末
尾
に
八
頁
に
お
よ
ぶ
各
区
間
の
「
鉄
道
建
築
費
予
算
」
と
地

図
を
附
属
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
第
一
次
鉄
道
熱
期
か
ら
第
一
議
会
に
か
け
て
の
山
陰
地
域
に
お
け
る
鐙

敷
設
運
動
は
、
鳥
取
県
の
ほ
う
が
活
発
か
つ
具
体
的
で
あ
っ
た
。
同
県
で
は
一
八
九
一
年

に
な
る
と
再
び
地
域
で
の
運
動
が
活
発
に
な
っ
て
く
る
。
本
章
の
最
後
に
同
年
に
お
け
る

鳥
取
県
で
の
鉄
道
敷
設
運
動
の
動
向
を
讓
し
て
お
き
た
い
。

『
山
陰
新
聞
』
で
は
五
月
頃
か
ら
鳥
取
県
で
の
陰
陽
連
誤
道
敷
設
に
関
す
る
記
事

が
再
び
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
「
作
伯
鉄
道
」
・
「
美
伯
箔
」
・
「
両
山
鉄
道
」
と
記
事
上

の
呼
称
は
ま
ち
ま
ち
で
、
こ
れ
ら
が
同
一
の
動
き
か
ど
ぅ
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、
鳥
取
・

岡
山
両
県
を
ま
た
ぐ
、
岡
山
S
津
山
S
倉
吉
S
米
子
間
の
鉄
道
敷
雛
動
が
展
開
さ
れ
て

(
2
)

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
先
に
述
べ
た
請
^
書
で
示
さ
れ
た
路
線
と
同
じ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
記
事
の
文
面
上
官
設
か
私
設
か
訓
と
し
な
い
面
も
あ

る
が
、
恐
慌
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
私
鉄
方
式
で
の
実
現
が
目
哲
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
「
到
底
私
設
に
て
ハ
資
本
募
集
の
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
実
情
」

が
あ
り
、
来
た
る
「
一
弟
二
期
の
国
会
に
官
設
鉄
道
布
設
の
儀
を
詰
願
せ
ん
」
と
奔
走
中
で

(
易
)

あ
る
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
因
み
に
、
こ
う
し
た
鳥
取
県
で
の
計
画
と
島
根
県
と
の

関
係
で
あ
る
が
、
島
根
県
の
人
々
が
計
画
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
『
山
陰
新
聞
』
か
ら
は
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
章
島
根
県
に
お
け
る
主
体
的
な
鉄
道
敷
設
運
動
の
開
始

第
一
節
一
八
九
一
年
に
お
け
る
島
根
県
内
の
二
つ
の
動
き

第
一
次
鉄
張
の
状
況
下
地
域
で
の
鉄
道
敷
設
運
動
の
展
開
ぶ
り
に
お
い
て
島
根
県

と
鳥
取
県
で
は
全
く
対
器
で
あ
っ
た
。
鉄
道
へ
の
期
悠
や
鞭
を
望
む
声
が
見
ら
れ

て
も
、
地
域
に
お
い
て
目
立
っ
た
動
き
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
島
根
県
で
鉄
道
敷

設
に
向
け
た
主
体
的
な
動
き
が
起
こ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
九
一
年
(
明
治
二
四
の

こ
と
で
あ
る
。

一
八
九
一
年
と
い
う
時
期
は
、
山
陽
鉄
道
が
四
月
に
岡
山
S
倉
敷
間
を
開
通
さ
せ
る
な

ど
、
本
州
の
太
平
洋
側
に
は
既
に
一
筋
の
除
鉄
道
が
形
成
さ
れ
つ
つ
ぁ
っ
た
。
し
か
し
、

前
年
か
ら
の
講
の
券
で
私
部
画
は
俳
し
、
既
存
の
鉄
道
会
社
の
経
営
も
悪
化
を

役
な
く
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
t
べ
く
、
地
域
で
は
官
設
で
の
鉄
道

(
3
)

実
現
を
望
む
動
き
が
強
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
本
稿
が
対
象
と
t
る
島
根
県

で
は
二
つ
鉄
道
敷
釜
動
が
生
ま
れ
た
。
ま
ず
、
石
見
地
域
に
て
五
月
頃
よ
り
馬
車
鉄
道

会
社
設
立
の
動
き
が
現
れ
る
。
秋
以
降
、
出
釜
域
で
も
動
き
が
起
こ
る
。
本
節
で
は
順

に
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

(
一
)
浜
田
S
広
島
間
に
お
け
る
馬
車
鉄
道
会
社
設
立
計
画

石
見
地
域
で
は
一
八
九
一
年
五
月
頃
よ
り
、
那
賀
郡
浜
田
町
か
ら
広
島
県
広
島
市
を
結

ぶ
馬
車
鉄
道
計
画
が
も
ち
あ
が
る
。
島
根
県
内
に
お
け
る
具
体
的
・
主
体
的
な
鉄
道
計

(
5
)

画
と
し
て
は
と
れ
が
最
初
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
山
陰
新
聞
』
に
ょ
る
と
、
岡
本
俊
信

ら
浜
田
有
志
者
と
南
省
三
・
桐
原
恒
三
郎
(
広
島
吏
=
議
邑
ら
広
島
有
志
者
は
「
浜
田

と
広
島
と
の
間
に
於
け
る
荷
客
運
搬
の
便
を
謀
ら
ん
が
為
め
馬
車
鉄
道
を
敷
設
せ
ん
」
こ

郭
)

と
を
協
議
し
た
結
果
「
広
浜
運
焚
=
社
」
を
設
立
t
る
と
と
と
な
っ
た

0
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ニ
÷
)
(
励
)

「
広
浜
運
焚
=
社
黒
主
趣
」
に
ょ
る
と
「
浜
田
ノ
広
島
二
於
ケ
ル
旅
客
ノ
交
通
貨
物

?
ご

運
輸
ノ
頻
繁
ナ
ル
両
国
ノ
盛
否
二
関
係
ヲ
有
ス
ル
他
二
口
比
ヲ
見
サ
ル
」
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
地
域
交
通
の
改
善
の
必
要
性
が
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

両
(
広
島
・
浜
田
1
引
響
注
)
運
強
父
通
ノ
便
否
如
何
卜
顧
ミ
レ
ハ
只
一
条
ノ
首
露

二
依
リ
僅
力
二
人
力
車
荷
車
等
ヲ
利
用
ス
ル
ニ
過
キ
ス
何
ソ
殖
産
交
通
ノ
便
ヲ
得
タ
リ

ト
称
ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
今
ヤ
世
運
ノ
進
尓
三
伴
ヒ
甘
公
大
要
タ
ル
運
搬
上
ノ
方
法
糧
迅

速
ヲ
謀
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
器
ノ
j
1
L
馬
車
ヲ
布
設
ス
ル
弄
右
ク
モ
ノ
ナ
シ

馬
車
鉄
道
と
は
蚕
機
関
で
は
な
く
馬
匹
を
動
力
源
と
し
て
貨
客
を
N
す
る
祭

で
あ
る
。
馬
車
鉄
道
は
速
度
や
輸
送
力
に
お
い
て
蒸
気
鉄
道
に
比
べ
て
著
し
く
劣
る
も
の

の
通
常
の
馬
車
に
比
べ
る
と
格
段
に
優
れ
て
い
た
。
ま
た
、
馬
車
鉄
道
は
蒸
気
雛
に

比
べ
て
資
本
金
が
少
額
で
す
む
た
め
、
資
本
蓄
積
に
乏
し
い
地
域
に
お
い
て
適
△
晶
な
交

(
認
)

通
手
段
で
あ
っ
た

0

広
浜
運
熨
=
社
の
計
画
に
ょ
る
と
、
路
線
は
浜
田
S
後
野
S
今
市
S
坂
本
S
市
木
S
大

朝
S
中
山
S
本
地
S
鈴
張
S
可
部
S
祇
園
S
広
島
で
、
島
根
畠
で
は
那
賀
郡
・
邑
飢

諦
)

を
経
由
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
芸
石
街
道
に
相
当
し
て
お
り
、
現
在
で
は
浜
田
自
動
車

道
な
ど
の
高
速
道
路
が
走
る
な
ど
、
浜
田
S
広
島
を
結
ぶ
歴
史
的
に
も
主
要
な
ル
ー
ト
で

あ
つ
た
。

そ
し
て
、
計
画
で
は
前
記
の
三
一
ケ
所
に
駐
車
場
と
馬
置
場
を
設
置
し
、
一
日
に
荷
車

而
)

二
度
客
車
四
度
の
運
行
を
予
定
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
線
路
は
「
鉄
道
敷
設
の
目
的

を
達
す
る
ま
で
県
道
を
往
復
し
荷
客
の
運
搬
は
馬
車
を
以
て
」
す
る
と
さ
れ
一
気
に
鉄

道
の
完
成
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
最
初
は
通
常
の
馬
車
に
ょ
る
営
業
を
行
い
、
そ
の
利

益
を
鉄
道
建
設
に
充
て
る
予
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
「
広
浜
運
熨
=
社
創
設
主
趣
」

ι

て
も
「
初
ヨ
リ
事
ノ
完
全
ヲ
望
ム
ハ
却
テ
成
功
ヲ
期
シ
難
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
需
爾
譜
ノ

運
動
ヲ
以
テ
暫
ク
普
通
ノ
馬
車
ヲ
利
用
シ
芋
業
ノ
喪
三
伴
ヒ
所
期
ノ
月
的
ヲ
達
セ
ン
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
計
画
に
は
、
島
根
県
側
の
有
志
と
し
て
は
岡
本
俊
信
以
外
に
、
田
村
登
(
浜
田
物

産
会
社
社
長
)
、
横
山
直
内
、
山
崎
定
静
(
那
賀
郡
今
市
村
、
の
ち
県
議
)
、
石
津
平
造
が

(
侃
)

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
広
島
側
で
は
南
・
桐
原
の
ほ
か
、
広
島
S
松

江
間
の
鉄
道
敷
設
を
企
て
た
と
し
て
第
五
晟
弔
一
節
で
紹
介
し
た
粟
村
信
武
が
主
要
な
メ

(
儒
)

ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
陰
陽
の
交
通
改
善
を
め
ざ
す
広
島
か
ら
動
き
の
根
強
さ
を
物
語
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
浜
田
S
広
島
間
の
馬
車
祭
砧
は
、
そ
の
後
長
き
に
わ
た
る
同
路

露
)

墾
の
箔
終
運
動
の
ル
ー
ツ
七
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
く
広
浜
運
焚
=
社
の
計
画
で
あ
る
が
、
八
月
に
は
路
線
で
の
馬
車
を
使
っ
て
の
試

(
側
)

磯
が
行
わ
れ
た
。
翌
一
八
九
二
年
一
月
一
五
日
付
『
山
陰
新
聞
』
記
事
の
「
広
浜
鉄

道
馬
車
会
社
」
に
ょ
る
と
、
広
島
県
知
事
よ
り
照
会
を
受
け
た
傭
五
郎
島
根
県
知
事
、

那
賀
・
戸
巴
智
両
郡
長
に
対
し
て
「
敷
設
の
工
成
り
た
る
暁
に
ハ
如
何
な
る
貨
物
を
如
何
な

る
場
所
よ
り
積
出
す
へ
き
や
等
の
こ
と
」
を
「
霜
取
調
」
べ
る
よ
う
指
示
を
下
し
た
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
^
^
は
な
か
な
か
^
^
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
同
、
^
^
で
は
、
岡

本
ら
浜
田
有
志
に
ょ
る
「
協
議
の
結
果
」
を
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

先
般
石
津
氏
が
上
京
せ
る
際
上
州
碓
氷
峠
の
鉄
道
馬
車
を
視
察
し
其
設
計
の
模
様
を

霜
取
調
へ
商
し
帰
り
た
る
意
見
に
何
れ
広
浜
問
も
馬
車
を
通
せ
ん
と
な
ら
ハ
今
日

の
道
路
を
其
侭
使
用
す
る
こ
と
ハ
六
ケ
敷
か
ら
ん
依
て
是
非
と
も
鉄
道
を
敷
設
せ
さ

る
へ
か
ら
t
左
り
と
て
之
れ
を
敷
設
せ
ん
と
せ
ハ
六
万
円
を
要
す
る
な
る
へ
し
其
費

用
の
事
に
関
し
又
左
な
く
と
も
今
迄
広
島
市
の
発
起
者
よ
り
屡
々
該
地
(
浜
田
か
ー

引
用
者
注
)
に
人
を
派
し
彼
の
方
よ
り
相
学
掛
け
た
る
こ
と
な
れ
ハ
其
議
に
報
ふ

る
為
め
△
屋
ハ
相
当
の
人
物
を
彼
方
に
派
遣
し
篤
と
協
議
せ
し
む
る
方
可
な
ら
ん
と

の
こ
と
に
決
せ
し
由

浜
田
側
有
志
も
碓
氷
馬
車
鉄
道
の
視
察
を
行
う
な
ど
計
画
を
具
体
化
さ
せ
て
は
い
た
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が
、
設
計
や
費
用
面
で
の
課
題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に

資
金
問
題
は
深
刻
で
、
「
広
島
の
周
旋
家
ハ
浜
田
に
来
り
て
種
々
有
志
者
に
説
く
所
あ
り

(
櫛
)

株
主
肇
に
尽
力
し
つ
》
あ
る
も
案
外
に
賛
盛
臼
少
」
な
い
状
況
で
あ
っ
た

0

締
)

こ
う
し
た
な
か
、
三
月
頃
よ
り
計
画
は
進
展
し
た
。
そ
し
て
、
浜
田
S
広
島
間
の
「

厩
)

(
一
、
一
、
)

等
県
道
に
依
り
毎
日
定
期
差
立
の
馬
車
も
て
旅
客
及
荷
物
を
授
」
す
る
「
芸
石
馬
車

株
式
会
社
」
が
五
月
に
設
立
さ
れ
た
。
同
且
同
社
は
創
業
零
を
開
ミ
定
款
等
の
決

(
硲
)

定
や
役
員
選
挙
を
行
っ
た
。
五
月
二
0
日
付
の
『
山
陰
新
聞
』

「
有
限
責
任
芸
石

に
は

御

馬
車
株
式
会
社
(
広
島
市
宙
本
町
百
七
十
二
番
邸
)
」
と
し
て
広
告
が
掲
載
さ
れ
た

0

以
上
の
よ
う
な
浜
田
S
広
島
間
の
一
連
の
馬
車
鉄
道
計
画
は
島
根
県
に
お
け
る
鉄
道
敷

設
運
動
の
先
駆
け
と
し
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
芸
石
馬
車
株
式
会
社

に
つ
い
て
は
、
三
月
に
は
「
至
つ
て
振
ハ
さ
る
由
に
て
今
や
会
社
解
需
を
唱
ふ
る
も

元
)

介
)

の
甚
だ
多
き
」
と
報
じ
ら
れ
、
同
月
二
七
日
に
「
解
散
」
し
た
と
報
じ
ら
れ
る
。
一
方
で
、

一
八
九
三
年
一
月
に
は
同
社
を
「
分
離
」
し
「
独
立
」
営
業
を
行
お
う
と
t
る
動
き
が
浜

(
だ
)

田
側
(
浜
田
支
社
)
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
。
地
域
で
は
と
の
時
期
、
広
島
S
浜
田
問
の

鉄
道
(
蒸
気
鉄
道
)
敷
論
動
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
馬
車
鉄
道
計
画
に
つ
い
て
は
そ

の
行
方
も
含
め
た
一
層
の
実
張
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
で
の
陰
陽
連

絡
交
通
に
対
す
る
関
心
四
局
さ
を
裏
付
け
る
事
件
で
あ
る
と
言
え
る
。

全
)
「
軍
事
鉄
道
」
問
題
の
発
覚
と
『
山
陰
新
聞
』

次
は
出
雲
地
域
の
動
き
を
見
て
い
き
た
い
。
時
期
は
一
八
九
一
年
秋
以
降
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
石
見
地
域
の
よ
う
に
地
域
か
ら
の
要
請
と
し
て
起
こ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、

当
時
中
央
に
て
具
体
化
さ
れ
つ
つ
ぁ
っ
た
将
来
の
鉄
道
網
構
想
(
計
画
)
に
対
す
る
反
発

と
し
て
鉄
道
敷
設
運
動
が
起
と
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
運
動
の
火
付
け
役
と
な
っ
た

の
は
『
山
陰
新
聞
』
の
報
道
と
そ
の
独
自
の
鉄
道
論
・
「
山
陰
鉄
嘉
」
で
あ
っ
た
。

老
川
慶
喜
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
九
一
年
は
井
上
勝
鉄
道
庁
長
官
や

僻
学
協
会
の
鉄
道
調
査
委
員
会
な
ど
、
中
央
で
は
官
民
双
方
か
ら
将
来
の
鉄
道
網
に

趣

つ
い
て
様
々
な
構
祭
打
ち
出
さ
れ
た
。
特
に
、
七
月
に
井
上
勝
に
ょ
っ
て
政
府
に
提

の
ち
の
鉄
道
敷
陰
(
一
八
九
二
年
六
月

出
さ
れ
た
「
箔
政
略
二
関
ス
ル
議
」

才

三
日
公
布
輪
第
四
号
)
に
結
び
つ
く
な
ど
、
一
八
九
一
年
は
政
府
の
全
国
的
な
鉄

道
墾
備
の
構
想
が
具
体
化
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
は
『
山
陰
新
聞
』
に
ょ
っ
て
地
域
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
同
紙
は
秋

以
降
、
中
央
で
の
鉄
道
構
想
や
N
の
行
方
を
取
り
上
げ
、
具
体
的
な
路
線
も
徐
々
に
明

{
5
)

ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
同
紙
の
紙
上
や
地
域
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
い
か
な
る
点
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
同
紙
に
お
け
る
そ
う
し
た
報
道
を
順
に
確
認
し
、
同
紙
が
独

自
の
諮
論
Π
「
山
験
需
」
に
辿
り
着
く
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
山
陰
新
聞
』
で
は
、
一
八
九
一
年
八
月
三
日
付
の
記
事
「
将
来
布
設
t
へ
き
鉄
道

諾
」
に
て
、
鉄
道
庁
の
懲
が
報
じ
ら
れ
た
。
記
事
に
ょ
る
と
、
鉄
道
庁
は
実
業
協

示
)会

の
求
め
に
応
じ
て
「
将
来
布
設
す
べ
き
線
路
の
予
定
図
安
ボ
」
を
作
成
し
た
さ
れ
る
。
「
図

安
木
」
に
は
、
山
陰
地
域
に
関
わ
る
路
線
と
し
て
、
青
森
か
ら
下
関
に
か
け
て
の
日
本
海
側

地
域
の
縦
孫
と
、
倉
敷
S
米
子
S
境
間
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
「
図
安
六
」
は
、
鉄

道
庁
に
お
い
て
は
「
大
凡
そ
」
の
「
見
込
み
」
で
あ
り
、
ま
だ
充
分
な
「
艀
」
は
な
い

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

方
で
、
『
山
陰
新
聞
』
で
は
鉄
道
庁
以
外
の
鉄
道
構
想
も
報
じ
ら
れ
る
。
九
月
一
五

日
付
「
陸
軍
省
の
箔
問
題
(
日
本
)
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
念
本
部
作

(
一
U

成
「
鉄
道
の
軍
事
に
関
t
る
定
ぎ
の
要
約
で
あ
る
。
参
謀
本
部
は
「
鉄
道
政
略
二
関

ス
ル
議
」
の
登
場
に
ょ
っ
て
具
体
化
す
る
箔
庁
側
の
鉄
道
墾
備
の
動
き
に
対
応
し
て

需
)

鉄
道
政
策
へ
の
介
入
の
度
合
い
を
強
め
て
い
た
。
同
書
の
登
場
に
刺
激
さ
れ
て
参
謀
本

介
)

部
が
作
成
・
発
表
し
た
の
が
「
鉄
道
の
軍
事
に
関
す
る
定
¥
莪
」
で
あ
っ
た

0
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陸
軍
は
西
南
戦
争
(
一
八
七
七
年
)
の
頃
か
ら
鉄
道
の
軍
隊
輸
送
能
力
に
着
目
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
参
謀
本
部
は
一
八
八
0
年
代
後
半
以
降
、
国
防
上
の
観
点
か
ら
本

(
S
)

州
を
縦
貫
t
る
内
陸
除
鉄
道
の
実
現
を
要
求
し
て
い
た
。
参
謀
本
部
は
海
岸
に
接

近
し
た
鉄
道
は
戦
時
に
お
い
て
は
敵
軍
の
攻
撃
を
受
け
や
t
く
軍
事
N
に
支
障
を
き
た

t
と
い
う
理
由
か
ら
、
鉄
道
は
内
陸
を
経
由
さ
せ
る
と
と
を
望
ん
で
い
た
。
「
鉄
道
の
軍

事
に
関
す
る
定
義
」
は
、
参
謀
本
部
陸
軍
部
に
ょ
る
『
鉄
道
論
』
(
一
ハ
ハ
ハ
年
)
や
川

上
操
六
参
謀
次
長
の
百
本
軍
事
鉄
需
」
な
ど
と
同
様
に
、
本
器
貫
内
陸
幹
線
釜

(
S
)

の
完
成
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
財
政
上
兵
力
増
強
が
困
難
な
現
在
、
限
ら
れ
た
兵

力
で
国
防
に
十
分
な
効
果
を
収
め
る
た
め
に
は
敵
上
陸
地
点
へ
の
軍
隊
の
「
集
合
の
迅

速
」
を
可
能
と
す
る
置
事
鉄
道
」
の
敷
設
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
鉄
道
の
軍

事
に
関
す
る
定
義
」
は
具
体
的
な
路
線
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
海
岸
か
ら
「
諾
」

し
た
形
で
の
青
森
か
ら
下
関
ま
で
の
「
縦
貫
鉄
道
」
と
、
軍
港
な
ど
枢
要
地
を
結
ぶ
三
二

本
の
「
支
線
」
で
あ
っ
た
。
前
者
は
既
存
の
鉄
道
に
つ
い
て
も
海
岸
に
接
近
し
た
区
間
に

対
し
て
は
よ
り
内
陸
を
通
る
路
線
を
提
示
し
て
い
た
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
以
下
は
「
陸
軍
省
の
鉄
道
問
題
(
日
本
)
」
に
記
載
さ
れ

て
い
る
「
幹
線
(
縦
貫
鉄
道
)
」
の
路
線
で
あ
る
(
「
支
線
」
に
関
し
て
は
中
国
地
方
に
か

露
)

か
る
も
の
が
な
い
の
で
本
稿
で
は
割
愛
し
た
)

0

幹
線
(
縦
貫
鉄
道
)

幹
線
ハ
本
邦
を
縦
貫
す
る
も
の
に
し
て
敵
の
破
壊
を
避
く
る
為
め
勉
め
て
海
岸
6
部

隔
せ
し
む
其
の
位
置
ハ
先
づ

青
森
よ
り
弘
前
を
過
き
て
羽
後
の
大
館
に
出
て
花
輪
新
町
浄
法
寺
を
経
て
一

ノ
戸
に
至
る
べ
し
若
し
之
を
不
可
な
り
と
す
れ
ぱ
大
館
よ
り
陸
中
の
毛
馬
内
、

三
ノ
戸
を
経
口
一
ノ
戸
に
至
る
も
亦
た
可
な
り

一
ノ
戸
ぢ
陸
前
小
牛
田
に
至
る
間
ハ
器
鉄
聖
」
用
ゆ
小
牛
田
よ
り
磐
城
の
白

石
に
至
る
間
ハ
糟
川
、
茂
庭
、
川
崎
を
経
て
布
設
す
べ
し
(
白
石
東
京
間
ハ
現

線
路
)

小
山
よ
り
大
宮
を
経
て
東
京
に
至
り
並
に
大
宮
よ
り
高
崎
に
至
る
其
他
小
山
よ

り
足
利
、
熊
谷
前
橋
を
経
て
高
崎
に
至
る
線
路
に
も
縦
貫
鉄
道
の
性
質
を
与

へ
ざ
る
可
ら
ず
是
れ
仙
台
よ
り
東
京
を
経
す
し
て
直
接
に
名
古
屋
と
連
絡
し
以

て
大
に
其
運
搬
速
度
を
増
加
せ
ん
が
為
め
な
り
(
現
線
路
)

高
崎
よ
り
上
田
(
現
線
路
)
松
本
を
過
き
洗
馬
に
出
て
福
島
、
中
津
川
を
経
て

名
古
屋
に
至
る
へ
し
(
新
線
)
若
し
然
ら
ざ
れ
は
洗
馬
よ
り
器
、
飯
岡
足

助
を
経
て
名
古
屋
に
至
る
も
可
な
り
(
新
線
)

名
古
屋
よ
り
岐
阜
、
米
原
、
大
津
京
都
大
坂
、
神
戸
、
明
石
を
経
て
姫
路

に
至
る
(
現
線
路
)

大
坂
、
姫
路
間
の
海
岸
鉄
道
万
一
不
通
と
な
り
た
る
時
交
通
の
確
実
を
期
す
る

為
め
京
都
園
部
、
笹
山
高
岡
姫
路
間
に
複
線
を
布
設
す
る
を
可
と
す
(
瓢
)

(
マ
一
、
)

姫
路
よ
り
岡
山
、
尾
の
道
広
島
廿
日
市
津
田
、
六
日
市
杤
木
津
和
野

一
.
一
.

山
口
、
上
郷
、
岩
永
吉
田
卵
部
内
、
日
下
、
小
野
を
経
て
下
の
関
に
至
る
(
広

島
ま
て
ハ
山
陽
鉄
道
選
定
の
線
路
と
同
し
以
西
ハ
全
其
選
を
異
に
t

こ
の
「
幹
線
」
の
う
ち
、
姫
路
S
下
関
間
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
の
ち
に
山
陽
鉄
道
が

敷
設
す
る
路
線
(
現
在
の
J
R
山
陽
本
線
)
が
、
広
島
か
ら
山
口
県
に
か
け
て
柳
井
・
徳

山
な
ど
海
岸
沿
い
を
経
由
t
る
の
と
大
き
く
異
な
り
、
か
な
り
内
陸
を
迂
回
し
て
い
る
こ

(
"
ι

と
が
わ
か
る
。
こ
と
で
は
、
島
根
岳
の
六
日
市
S
杤
木
S
津
和
野
と
い
っ
た
鹿
足
郡
各

地
を
経
由
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
井
上
勝
の
「
鉄
道
政
略
二
関
ス
ル
議
」
で
は
、
①
敷
設
す
べ
き
予
定
線
の

製
・
梨
、
最
設
す
べ
き
官
談
道
の
選
定
と
工
事
③
政
府
に
ょ
る
私
鉄
の
買
収

(
九
州
讃
岐
山
陽
な
ど
計
八
社
)
が
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
②
に
関
し
て
は
、
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第
一
期
に
起
工
す
べ
き
官
際
と
し
て
、
八
王
子
S
甲
府
間
、
三
原
S
馬
関
(
下
関
)
間

佐
賀
S
佐
世
保
間
、
敦
賀
S
富
山
間
福
島
S
青
森
間
直
江
津
S
新
発
田
間
の
六
路
線

を
あ
げ
て
い
た
。
「
釜
政
略
二
関
ス
ル
議
」
は
九
旦
四
日
の
閣
啓
お
い
て
契
さ
れ
、

以
後
審
議
を
経
て
、
第
二
誓
に
提
出
さ
れ
る
鉄
道
公
債
法
案
と
私
誤
道
買
収
法
案
の

露
)

士
台
と
な
っ
て
い
っ
た

0

山
陽
鉄
道
は
一
八
九
一
年
三
月
に
岡
山
ま
で
開
通
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
誤
道
は

恐
催
よ
る
資
金
難
の
響
を
受
け
、
同
年
五
旦
工
日
に
、
同
年
末
ま
で
と
し
て
い
た

広
島
市
ま
で
の
竣
工
期
限
延
長
の
申
詰
を
行
う
な
ど
艮
道
の
新
線
建
設
は
停
滞
し
て

雨
)

い
た
。
「
鉄
道
政
略
二
関
ス
ル
議
」
に
お
い
て
三
原
S
馬
関
間
が
官
設
予
定
線
の
一
つ
に

含
ま
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
箔
庁
側
は
同
社
の
買
収
を
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
で

露
)

除
鉄
嘉
の
早
期
完
成
を
目
指
し
て
い
た
。
参
謀
本
部
は
こ
の
山
胤
道
の
未
成
区

間
を
極
力
内
陸
に
経
由
さ
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
。
九
月
一
七
日
に
は
鉄
道
問
題
に

つ
い
て
井
上
勝
や
川
上
参
謀
次
長
ら
を
招
い
て
閣
内
で
協
乗
な
さ
れ
た
こ
と
が
『
山
陰

(
錨
)

新
聞
』
に
ょ
っ
て
報
じ
ら
れ
る

0

以
上
の
よ
う
に
、
業
の
鉄
道
網
の
あ
り
方
を
め
ぐ
つ
て
井
上
を
中
心
と
す
る
箔
庁

と
参
謀
本
部
が
協
議
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が
『
山
陰
新
閉
』
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

そ
の
際
、
同
紙
で
は
と
ぅ
し
た
国
家
機
構
内
部
で
の
靈
洲
が
、
参
謀
本
部
の
構
想
を
軸
に

^
^
さ
^
た
点
に
^
^
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
以
降
も
『
山
陰
新
聞
』
紙
上
で
は
様
々
な
情
報
や
憶
梨
飛
び
交
っ
た
。

九
月
三
0
日
付
の
記
事
「
鉄
道
政
略
」
で
は
、
政
府
に
は
、
山
陽
・
九
州
両
鉄
道
会
社
の

買
収
と
未
成
線
の
建
設
着
手
の
ほ
か
、
日
本
海
側
地
域
を
縦
貫
す
る
「
複
線
」
敷
設
の
構

祭
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
馬
関
よ
り
山
陰
道
に
入
り
長
門
石
見
、
出
雲
、

伯
耆
因
幡
但
馬
、
丹
後
、
丹
波
、
越
前
、
加
賀
越
中
越
後
、
羽
前
、
羽
後
、
陸
奥

に
至
り
て
現
在
の
日
本
鉄
道
に
合
す
る
」
も
の
で
、
先
に
述
べ
た
鉄
道
庁
の
「
図
案
」
の

構
想
に
近
い
。
こ
う
し
た
「
綴
」
構
想
は
「
鉄
道
政
略
二
関
ス
ル
議
」
に
は
な
く
、
そ

の
蛾
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
烹
本
部
が
強
く
主
張
す
る
「
縦
貫
鉄
道
の
旨
趣
と
相
撞

着
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
『
山
陰
新
闇
』
が
次
に
具
体
的
な
路
線
を
報
じ
た
の
は
一
 
0
月
四
日
付
記
事
「
軍

事
鉄
道
会
議
の
結
果
」
で
あ
る
。
内
容
は
過
日
来
の
鉄
道
庁
と
参
謀
本
部
の
協
議
が
ま
と

ま
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
紙
が
独
自
の
鉄
道
論
を
発
表
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
。
以
下
は
そ
の
記
丙
容
で
あ
る
(
「
幹
線
」
部
分
の
み
)
。

川
上
参
謀
次
長
と
井
上
鉄
道
庁
長
官
が
軍
事
鉄
道
の
問
題
に
就
て
種
々
協
議
す
る
所

あ
り
し
由
ハ
屡
々
之
れ
を
報
道
せ
し
が
同
壽
の
結
果
ハ
略
ぼ
左
の
如
く
定
れ
り
と

云
ふ0

幹
線

一
縦
貫
鉄
道
ハ
悉
く
之
れ
を
複
線
と
す
但
し
新
設
線
路
<
予
じ
め
地
所
を
買
上
げ
置

き
既
設
松
ハ
進
ん
で
布
設
に
着
手
t

玉
月
森
よ
り
弘
前
に
至
り
大
館
、
能
代
を
経
て
秋
田
の
東
部
を
過
ぎ
新
庄
を
経
て
山

形
に
至
り
米
沢
に
出
で
》
炉
'
と
連
絡
す
る
線
路
を
新
設
t
但
し
炉
鳶
よ
り
東
京

に
至
る
日
本
鉄
道
会
社
の
線
路
ハ
之
れ
を
買
上
げ
黙
と
為
す

一
東
京
名
古
屋
間
に
新
設
t
る
幹
線
ハ
未
だ
実
測
を
経
ざ
る
を
以
て
近
々
鉄
道
庁
よ

り
技
師
を
派
し
調
査
の
後
之
れ
を
決
す
べ
し
但
甲
武
鉄
道
会
社
線
よ
り
信
綴
訪

を
経
て
洗
馬
を
過
ぎ
名
古
屋
に
達
す
る
参
謀
本
部
の
説
と
直
江
津
線
路
上
田
よ
り

分
れ
て
洗
馬
を
過
ぎ
名
古
屋
に
達
す
る
鉄
道
庁
の
説
と
二
派
に
分
れ
居
れ
り

一
名
古
屋
以
西
広
島
以
東
の
間
ハ
既
縦
路
及
び
計
画
中
な
る
山
陽
鉄
道
を
用
ゆ
故

に
現
在
の
山
陽
鉄
道
線
ハ
悉
く
買
上
ぐ
へ
し

一
広
島
以
西
馬
関
迄
ハ
全
く
参
謀
本
部
の
詳
通
り
廿
日
市
津
和
野
山
口
、
吉

田
を
経
て
馬
関
に
達
す
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(
逝

こ
う
し
た
「
結
果
」
を
受
け
て
、
次
号
一
 
0
月
六
日
付
「
県
下
鉄
道
問
題
」
で
は
、

と
れ
ま
で
計
画
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
同
紙
が
初
め
て
強
違
念
を
表
明
し
た
。

其
計
画
に
擴
れ
ぱ
県
下
を
通
過
す
る
も
の
ハ
唯
鹿
足
郡
津
和
野
の
一
部
へ
一
寸
顔
出

し
す
る
の
み
に
て
其
他
一
線
の
更
に
県
下
を
貫
通
す
る
者
な
き
を
奈
何
せ
ん
若
し
此

の
議
に
し
て
不
幸
議
会
の
協
賛
を
得
ば
今
後
県
下
へ
鉄
道
を
敷
設
す
る
の
希
望
ハ
且

ら
く
絶
え
た
り
と
謂
ふ
も
決
し
て
聖
戸
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
鳴
呼
我
島
根
県
下
ハ
遂

に
軍
事
上
濡
上
鉄
道
の
必
要
を
発
見
せ
ら
れ
ざ
る
か

参
謀
本
部
に
ょ
る
本
州
縦
貫
内
陸
幹
線
鉄
道
の
構
想
は
敷
設
の
段
階
で
後
退
さ
せ
ら

れ
実
際
に
は
思
い
通
り
に
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
松
下
孝
昭
氏
が
明
ら
か
に
し
て

(
認
)

い
る
。
し
か
し
、
鉄
道
敷
設
を
求
め
る
地
域
か
ら
の
陳
情
書
類
の
多
く
が
軍
事
的
な
観

点
か
ら
路
線
の
意
義
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
陸
軍
の
意
向
は
地
域
社
会
に

鰯
)

お
い
て
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
こ
の
時
点
で
同
紙
が
突
如
と
し
て
懸
念
を
抱
い
た

の
は
「
計
画
」
が
陸
軍
側
の
お
墨
付
き
を
得
た
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
期
帝
国
議
会
の
開
会
は
目
前
に
迫
っ
て
い
た
。
『
山
陰
新
聞
』
は
記
事
「
県
下
鉄
道

問
題
」
の
最
後
に
、
鉄
道
問
題
に
関
し
て
「
近
日
を
期
し
て
大
に
所
感
を
吐
露
し
以
て
県

下
七
十
万
の
同
胞
に
訴
ふ
べ
し
否
な
山
陰
地
方
の
人
士
に
質
さ
ん
こ
と
」
を
期
し
た
。
こ

れ
が
特
集
「
山
陰
鉄
需
」
と
な
る
。

第
二
節
『
山
陰
新
聞
』
に
ょ
る
特
集
「
山
陰
鉄
道
論
」

鳴
呼
吾
が
山
陰
道
果
し
て
鉄
道
の
要
無
き
か
之
を
国
防
上
よ
り
観
之
を
殖
産
交
通

上
に
察
す
る
鳴
呼
吾
が
山
陰
道
果
し
て
鉄
道
の
要
無
き
か
、
近
時
軍
事
鉄
道
の
W

起
る
而
し
て
其
の
畔
に
付
て
眼
の
及
ぶ
所
ハ
終
に
山
陰
道
を
見
ざ
る
も
の
》
如
し

『
山
陰
新
聞
』
は
一
 
0
月
一
四
・
一
五
・
一
六
・
一

「
山
陰
鉄
道
稔
社
告
」
を
掲

ヒ
日

載
し
二
0
日
に
特
集
「
山
陰
鉄
需
」
を
発
挙
る
こ
と
を
予
t
た
が
、
前
記
は
そ
の

一
節
で
あ
る
。
ま
た
、
需
を
「
並
日
ね
く
配
布
」
す
る
た
め
、
当
日
は
一
 
0
0
0
部
を
増

而
)

ハ
.
、
、

」
,
リ

刷
す
る
と
し
た
。
そ
れ
は
「
自
ら
揣
ら
ず
奮
ツ
て
山
験
道
の
為
に
挺
ん
で
て
暁
鐘
の

あ
た

任
に
膺
」
る
と
い
う
同
紙
の
姿
表
明
で
あ
っ
た
。

『
山
陰
新
聞
』
一
 
0
月
二
0
日
付
「
山
陰
鉄
需
」
は
政
府
(
鉄
道
庁
)
・
参
謀
本
部
に

よ
る
「
軍
事
鉄
道
」
計
画
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
、
お
よ
そ
二
頁
に
お
よ
ぶ
特
集
記
事
で

あ
る
。
こ
れ
は
語
書
で
は
な
い
が
、
石
見
地
域
で
の
馬
車
鉄
道
計
画
に
続
く
島
根
県
に

お
け
る
主
体
的
な
鉄
道
敷
設
運
動
の
契
機
に
な
っ
た
重
要
な
記
事
な
の
で
、
本
節
で
は
そ

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

同
謹
、
「
哮
呼
山
陰
道
ハ
日
本
版
図
内
に
あ
ら
ざ
る
か
何
ぞ
其
れ
政
府
民
人
倶
に
我

山
陰
道
を
観
る
の
冷
淡
な
る
や
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
よ
う
に
、
山
陰
地
方
が
鉄
道
政

策
の
埒
外
に
置
か
れ
た
こ
と
に
対
す
る
怒
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
「
山
陰
鉄
道
」
を
必

要
と
す
る
理
由
は
「
軍
事
鉄
道
」
・
「
経
済
鉄
道
」
の
二
項
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下

順
番
に
そ
の
内
{
谷
を
確
督
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

「
軍
事
鉄
道
」
の
項
の
要
点
は
「
日
本
海
の
敬
循
は
国
防
上
最
も
緊
急
必
要
」
で
あ
り
、

「
西
伯
利
亜
鉄
道
成
功
」
後
は
そ
の
必
要
性
が
「
更
に
増
加
」
 
t
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

シ
ベ
り
ア
鉄
道
は
同
年
五
月
三
一
日
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
て
起
工
式
を
挙
げ
た
ぱ
か

り
で
、
「
山
陰
釜
」
は
ロ
シ
ア
の
脅
威
に
対
す
る
国
防
上
の
備
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

「
我
山
陰
道
一
線
の
以
て
有
事
の
日
に
備
ふ
る
も
の
な
き
」
状
況
で
あ
っ
た
。
 
t
な
わ
ち
、

現
状
で
は
山
陰
に
兵
員
を
送
る
に
は
「
広
島
よ
り
す
る
も
大
阪
よ
り
す
る
も
三
日
程
を
要

す
る
」
一
方
、
「
浦
塩
斯
徳
よ
り
す
る
と
き
ハ
僅
か
に
二
日
程
に
過
ぎ
ず
」
、
「
山
陰
鉄
道
」

に
ょ
り
兵
員
輸
送
を
迅
速
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
山
陰
鉄
道
」
が
無
け
れ
ば
「
一

旦
有
事
の
日
に
際
し
て
大
阪
広
島
の
師
団
口
遂
に
山
陰
地
方
に
其
用
を
完
ふ
す
る
こ
と
能

は
ざ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。

/
,
ー
,
一
ノ
ル
三
一
ノ
ー
ン
」
ノ

ま
た
、
「
海
軍
碇
泊
所
」
と
し
て
の
隠
岐
の
重
要
性
を
挙
げ
、
同
所
の
防
衛
の
た
め
に
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山
陰
道
の
交
通
を
竪
戸
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ベ
り
ア
箔
の
全
通
に
ょ

り
そ
の
「
利
害
」
は
「
日
本
全
国
に
及
」
ぶ
と
さ
れ
、
対
馬
の
み
が
海
防
上
重
要
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
山
陰
鉄
道
」
は
蚕
事
上
の
必
要
」
か
ら
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

次
は
「
僻
鉄
道
」
の
項
で
あ
る
。
前
の
項
を
受
け
、
冒
頭
で
ヱ
父
通
上
又
た
山
艇

道
を
棄
る
こ
と
能
ハ
ず
」
と
あ
る
が
、
山
陰
は
「
地
最
も
其
理
を
得
ず
し
て
交
通
最
も
不

便
な
る
」
地
域
で
あ
っ
た
。
「
経
済
上
」
山
陰
が
鉄
道
を
必
要
と
す
る
理
由
は
こ
の
点
に

集
約
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
項
で
山
陰
の
地
域
経
済
の
器
祭
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
軍
事
鉄
道
」
の
項
で
シ
ベ
り
ア
鉄
道
起
工
を
契
機
と
t
る
環
日

本
海
地
域
の
軍
事
的
緊
張
の
高
ま
り
か
ら
鉄
道
の
必
要
性
が
説
明
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異

な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
地
域
の
産
物
名
が
出
て
く
る
の
は
以
下
の
部
分
の
み
で
あ
る
。

彼
の
山
陽
の
天
然
に
其
幸
福
を
恋
に
す
る
も
の
あ
る
ハ
吾
輩
が
各
節
に
於
て
詳
述
t

る
所
の
如
し
今
復
た
贅
す
る
を
要
せ
ず
と
雛
之
れ
を
大
に
し
て
ハ
山
陰
道
物
産
に
富

ま
ざ
る
も
猶
ほ
数
百
万
石
の
米
穀
あ
り
、
其
他
之
を
小
に
し
て
も
海
産
物
に
雑
品
に

以
て
鉄
道
を
利
用
す
る
の
途
な
し
と
せ
ず

一
方
で
、
鉄
道
の
必
要
性
や
地
域
の
状
況
を
説
明
t
る
の
に
常
に
念
頭
に
あ
る
の
は
太

平
洋
側
地
域
で
あ
る
。
東
京
・
大
阪
・
京
都
が
届
白
識
商
業
の
中
心
」
と
な
り
「
海
陸
交

通
の
不
便
を
窒
」
し
な
い
の
は
「
太
平
洋
地
方
天
與
の
恵
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
「
関
係
地
方
」
の
「
活
機
」
(
発
展
)
は
「
中
心
」
の
勢
力
如
何
に
ょ
る
と
さ
れ
、
鉄

道
は
「
中
心
」
と
「
関
係
地
方
」
と
を
「
双
方
関
連
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
項
が
最
も
嘉
し
、
多
く
の
字
数
を
割
い
て
い
る
の
が
山
陰
と
山
陽
の

差
で
あ
る
。
山
陽
線
の
線
に
は
鉄
道
が
無
く
と
も
、
「
尽
く
海
に
沿
ふ
て
汽
船
の
最
大

好
便
」
(
兵
庫
番
部
)
や
「
海
路
最
幸
の
至
便
」
(
瀬
戸
内
)
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
「
海

に
陸
に
天
然
の
最
大
幸
福
と
最
大
利
益
と
を
有
し
而
か
も
軍
事
上
左
ま
で
緊
要
な
ら
ざ
る

べ
し
と
思
惟
せ
ら
る
》
山
陽
道
既
設
の
鉄
道
」
を
政
府
が
買
収
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と

は
大
問
題
で
あ
っ
た
。
「
山
陰
鉄
道
論
」
は
、
交
通
不
便
な
山
陰
地
域
が
他
地
域
に
比
べ

て
冷
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
烈
に
批
判
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
同
論
は
、
先
に

述
べ
た
馬
車
箔
計
画
と
は
異
な
り
官
設
で
の
鉄
道
敷
設
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
『
山
陰
新
聞
』
で
は
一
 
0
月
二
九
・
三
0
日
に
「
非
鉄
道
買
上
按
」
今
三
日
に
同

按
「
讐
」
を
欝
)
を
連
載
し
た
。
そ
こ
で
も
政
府
の
散
鉄
道
買
収
策
に
対
し
て
、

私
誤
道
買
収
よ
り
も
箔
未
設
地
方
へ
の
鉄
道
敷
設
を
優
先
t
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い

る
。

以
上
の
よ
う
に
「
山
陰
鉄
道
論
」
は
近
代
日
本
の
実
,
地
方
の
問
題
や
地
域
格
差

問
題
に
立
脚
し
た
鉄
道
論
で
あ
っ
た
。
「
山
陰
鉄
道
」
と
は
「
国
家
共
同
の
必
要
と
利
益

と
を
保
護
し
山
陰
全
道
を
し
て
独
り
日
本
版
図
外
に
置
か
し
め
さ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
山
陰
鉄
道
」
と
は
山
陰
地
域
が
近
代
日
本
国
家
の
石
貝
た
り
う
る
た
め
の

条
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
鉄
道
構
督
は
民
間
の
鉄
道
技
術
者
・
佐
分
利
一
嗣
の
「
山
闇
鉄
道
」
論

の
よ
う
に
日
本
の
鉄
道
網
の
地
域
的
な
偏
り
を
問
題
視
し
、
今
後
は
日
本
海
沿
岸
な
ど
の

(
田
)

鉄
道
未
設
地
域
へ
の
鉄
道
敷
設
を
優
先
す
べ
き
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
国
家
機
構
内

部
で
の
地
域
を
度
外
視
し
た
鉄
道
構
想
の
議
曹
反
発
し
た
「
山
陰
鉄
道
論
」
は
、
そ
う

し
た
鉄
道
構
想
と
同
一
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
言
え
る
。
ま
さ
に
地
方
か
ら
の
鉄
道
構
想

で
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
山
陰
鉄
道
論
」
で
言
う
「
山
陰
鉄
道
」
と
は
い
か
な
る
路
線
を
想
定
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
最
爵
な
「
能
事
」
は
「
山
陰
道
を
全
通
す
る
一
線
」
に
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
軍
事
織
」
の
項
で
は
広
島
・
大
阪
の
地
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
具
体
的
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
同
論
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
山

験
道
の
議
未
だ
天
下
の
倫
に
上
ら
ざ
る
」
現
状
で
は
「
山
陰
鉄
道
」
の
具
体
的
な
路

誓
関
し
て
は
当
面
は
確
定
t
る
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。
今
日
優
先
t
べ
き
は
「
偏
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へ
に
山
陰
鉄
道
の
利
益
と
必
要
と
を
知
ら
し
む
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
石
見
地
域

で
の
馬
車
鉄
道
計
画
が
地
域
の
交
通
改
善
を
第
一
に
掲
げ
、
路
線
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い

た
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
山
陰
鉄
道
論
」
の
発
端
は
、
地
域
か
ら
の
具
体
的
な

要
請
・
計
画
に
基
つ
く
と
い
う
よ
り
は
、
地
域
が
祭
政
策
の
埒
外
に
置
か
れ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
同
論
の
常
に
姦
に
あ
る
の
は
太
平
洋
側
地
域
で
あ
り
、
そ
う
し
た
他
地
域
と

の
差
異
に
ょ
っ
て
自
ら
の
地
域
を
説
明
し
て
い
る
。
需
は
巨
視
的
で
近
代
日
本
の
鉄
道

略
の
問
題
点
を
見
事
に
突
い
た
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、
具
体
性
に
欠
け
、
地
域
の
内
発

的
な
議
論
と
い
う
性
格
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
三
節
「
軍
事
鉄
道
」
問
題
発
覚
後
の
鉄
道
敷
設
運
動
と
第
二
議
会

(
一
)
地
域
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
運
動

『
山
陰
新
聞
』
に
ょ
る
「
軍
事
鉄
道
」
問
題
の
報
道
と
「
山
陰
鉄
需
」
は
出
雲
地

(
鯛
)

域
に
鉄
道
敷
設
運
動
を
巻
き
起
こ
し
た
。
本
節
で
は
こ
の
一
八
九
一
年
秋
以
降
に
展
開

さ
れ
た
鉄
道
敷
設
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
地
域
で
の
動
き
で

あ
る
。『

山
陰
新
聞
』
が
「
軍
事
鉄
道
」
計
画
を
問
題
視
し
て
以
降
、
ま
ず
動
き
が
見
ら
れ
た

の
は
、
-
 
0
月
一
五
日
に
神
門
郡
今
市
町
(
現
出
雲
市
)
で
開
催
さ
れ
た
出
雲
有
志
地
主

霧
)

農
談
会
・
一
弔
五
回
談
話
会
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
の
「
社
止
口
」
発
表
の
直
後

傘
)

で
あ
る
。
談
話
会
閉
会
直
後
、
松
江
市
の
佐
藤
喜
八
郎
は
「
各
郡
の
有
力
者
に
就
き
山

陰
鉄
道
の
忽
諸
に
付
t
べ
口
ら
さ
る
こ
と
」
を
説
い
た
。
こ
れ
は
周
囲
の
同
意
を
得
て
「
相

当
に
運
動
t
る
所
あ
ら
ん
」
こ
と
を
約
し
た
。
続
い
て
、
「
予
て
ょ
り
鉄
道
曹
ハ
熱
誠

を
凝
し
居
り
既
に
神
門
郡
の
有
志
者
等
へ
ハ
柬
を
通
じ
て
其
意
を
明
か
に
せ
し
」
代
議
士

(
巧
)

の
高
橋
久
次
郎
(
神
門
郡
稗
原
村
)
が
懇
親
会
に
出
席
し
、
「
最
気
心
に
渦
々
数
千
百

言
、
山
陰
鉄
道
の
必
要
と
利
益
と
を
開
陳
」
し
た
。
こ
れ
も
「
大
に
同
意
の
注
意
を
喚
起

し
」
参
加
諸
氏
が
各
郡
内
を
取
り
ま
と
め
、
語
そ
の
他
に
務
め
る
こ
と
を
約
し
た
と
い

う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
決
定
が
各
郡
に
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
後
ど
ぅ
な
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
橋
は
三
月
三
日
に
今
市
町
で
行
わ
れ
た
帝
国
議
会
前
の
送
別
会

の
席
上
に
て
も
、
「
山
陰
鉄
道
論
」
と
し
て
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
し

締
)

て
い
る

0

山
陰
道
ハ
サ
イ
ベ
り
ア
鉄
道
の
成
功
の
暁
に
ハ
一
車
事
上
民
業
上
共
に
焼
点
と
な
る
へ

き
に
ょ
り
山
陰
鉄
需
は
目
下
必
要
と
男
に
新
聞
紙
上
に
ょ
れ
ば
政
府
ハ
山
陰
を

度
外
視
す
る
も
の
》
如
し
故
に
余
の
上
京
期
限
を
十
日
後
迄
に
延
期
し
出
雲
国
の
大

地
主
即
財
産
家
及
其
他
有
志
家
ハ
一
応
協
議
を
遂
け
其
目
的
を
達
す
る
の
考
な
り

(
賃
1
引
用
者
)

以
上
の
と
と
か
、
県
下
出
雲
地
域
の
大
地
主
や
代
議
士
ら
が
い
ち
早
く
「
軍
事
鉄
道
」

問
題
に
反
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
引
用
史
料
に
「
新
聞
紙
上
に
ょ
れ
ぱ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
突
き
動
か
し
た
も
の
は
『
山
陰
新
聞
』
の
記
事
で
あ
っ
た
。

方
、
旧
丙
で
は
松
江
市
に
て
鉄
道
終
運
動
が
起
こ
っ
た
。
三
月
八
日
付
『
山
陰

新
聞
』
記
事
(
原
紙
破
損
に
ょ
り
表
題
不
明
)
は
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

近
日
佐
藤
喜
八
郎
福
岡
世
徳
等
の
諸
氏
が
発
企
者
と
な
り
先
づ
当
市
の
輿
論
を
工
疋

し
都
合
に
依
ら
ハ
請
願
書
を
も
直
ち
に
起
艸
し
て
各
郡
へ
参
考
か
た
ぐ
廻
付
し
互

に
提
携
す
る
こ
と
に
為
し
尚
ほ
進
ん
で
ハ
鳥
取
県
と
聯
合
す
る
も
可
な
る
べ
し
と
の

商
議
も
既
に
整
ふ
た
る
由

可
)

り
、
ご
の
り

福
岡
世
徳
と
は
初
代
松
江
市
長
で
あ
る
。
、
記
事
か
ら
は
、
他
地
域
と
の
提
携
を
視
野

に
入
れ
る
な
ど
、
松
江
市
を
運
動
の
中
心
地
と
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
う
か
が
え
る
。
『
山

陰
新
聞
』
に
ょ
る
と
、
同
地
に
て
工
月
二
0
・
二
七
・
ニ
ハ
・
二
九
・
三
0
日
に
協
議
が
な

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
佐
藤
と
福
岡
以
外
に
恊
議
に
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は

玩
)

翁
)

二
■
次
右
衛
円
(
市
議
、
白
器
町
)
、
高
城
権
八
(
市
議
)
、
岡
本
金
太
郎
(
市
議
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而
)

山
陰
新
聞
主
筆
)
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
地
を
代
表
す
る
有
力
者
で
あ
る
。
徐
・
福
岡

三
島
・
高
城
・
岡
本
が
「
取
敢
ず
発
企
者
」
と
な
っ
た
二
七
日
の
市
内
末
次
本
町
臨
水

(
0

J

亭
で
の
協
璽
は
請
願
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
た
よ
う
で
あ
る

0

其
請
願
圭
只
発
起
人
に
於
て
之
を
負
担
し
起
稿
の
上
ハ
直
ち
に
有
志
者
の
調
印
を
求

め
て
成
る
べ
く
速
か
に
取
り
絡
め
請
願
手
続
を
為
す
事
と
し
発
企
人
諸
氏
ハ
各
々
其

最
寄
々
々
を
担
当
し
て
勧
誘
の
労
を
執
る
こ
と
を
約
せ
り

協
議
会
場
は
料
亭
で
あ
る
。
運
動
の
拡
大
方
法
を
め
ぐ
り
、
ま
ず
は
各
々
の
「
最
寄
」

を
頼
ろ
う
と
い
う
、
地
域
で
の
組
織
化
の
時
間
的
余
裕
の
な
い
彼
ら
の
切
迫
し
た
様
子
が

う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
一
八
八
九
年
の
計
画
と
は
別
の
於
「
山
陰
箔
」

(
鵬
)

計
画
が
鳥
取
県
人
の
森
田
幹
に
ょ
っ
て
松
江
市
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
計
画
は
、
舞

鶴
(
も
し
く
は
敦
賀
)
 
S
鳥
取
S
島
根
県
(
<
王
通
)
 
S
山
口
県
三
田
尻
問
の
三
0
0
哩
を

-
0
0
0
万
円
で
敷
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
画
に
対
t
る
松
江
市
側

の
意
向
は
不
明
で
あ
る
。
森
田
に
対
し
て
は
、
ニ
ハ
日
に
佐
藤
、
二
九
日
に
岡
本
、
三
0

日
に
松
江
市
「
発
企
人
」
五
名
が
そ
れ
ぞ
れ
接
触
し
て
い
る
。

以
上
が
「
軍
事
鉄
道
」
問
題
の
発
覚
と
「
山
陰
鉄
道
論
」
の
発
表
を
契
機
に
島
根
旧
丙

爾
〕

に
展
開
さ
れ
た
鉄
道
敷
設
運
動
で
あ
る
。
運
動
に
関
わ
っ
た
の
は
主
に
出
雲
地
域
の
大

地
主
、
県
議
・
代
議
士
層
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
松
江
市
で
は
市
長
を
中
心
と
し
た
市

の
政
財
界
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
が
先
頭
に
立
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
地
方
名
望
家
と
し
て
の

公
私
両
面
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
て
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
は
本
章
第
届
即
で
述
べ
た
よ
う
に
石
見
地
域
で
は
馬
車
織
計

画
が
進
行
中
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
山
陰
新
聞
』
を
見
る
限
り
、
石
見
地
域
で
は
一
連

の
《
「
軍
事
鉄
道
」
問
題
↓
「
山
陰
鉄
道
曹
を
受
け
た
動
き
は
確
雫
き
な
い
。
同
紙

は
鹿
足
郡
津
和
野
地
方
に
つ
い
て
、
同
地
方
が
「
軍
事
鉄
道
」
の
一
部
に
か
か
る
と
い
う

こ
と
で
「
該
地
の
人
ハ
何
と
無
く
今
か
ら
前
祝
ひ
に
一
盃
て
ふ
揺
を
吹
き
出
し
居
る
が

(
二
)
第
姦
会
で
の
動
き

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
地
域
で
の
動
き
は
、
第
二
議
会
(
一
八
九
一

年
三
月
二
六
日
開
会
同
年
三
月
二
五
日
解
散
)
に
向
け
て
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
次
は
帝
国
議
会
で
の
動
き
を
見
て
い
き
た
い
。

第
二
議
会
に
お
い
て
、
政
府
は
三
一
月
一
四
日
に
「
鉄
道
公
債
法
至
と
「
私
設
鉄
道

買
収
法
安
ざ
の
二
法
案
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
官
談
道
の
建
設
の
た
め
の
公
債
募

集
(
九
年
間
で
三
六
0
0
万
巴
を
定
め
た
前
者
に
は
六
つ
の
予
定
線
が
掲
げ
て
あ
る
が
、

而
)

こ
れ
は
「
箔
政
略
二
関
ス
ル
議
」
と
同
じ
路
雫
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
島
根
県
に

関
係
し
そ
う
な
も
の
は
三
原
S
馬
関
間
の
み
で
あ
り
、
『
山
陰
新
聞
』
慧
れ
て
い
た
事

態
は
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
ぁ
っ
た
。
し
か
し
、
衆
議
院
は
私
談
道
買
収
法
案
を
否

決
し
、
鉄
道
公
債
法
案
も
議
会
の
解
散
に
伴
っ
て
{
謡
未
了
と
な
る
な
ど
、
政
府
提
出
の

二
案
は
廃
案
と
な
る
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
詳
し
い
経
緯
の
説
明
は
先
行
研
究
に
譲
る
こ

阿

と
と
し
て
、
島
根
幾
出
代
議
士
の
動
き
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

こ
の
議
会
で
は
、
三
一
月
一
 
0
日
に
佐
藤
里
治
ら
に
ょ
っ
て
「
鉄
道
拡
張
法
案
」
が
提

(
Ⅲ
)

出
さ
れ
た
。
第
一
議
会
で
の
代
議
士
に
見
ら
れ
た
、
全
国
規
模
で
の
官
談
道
拡
張
を

望
む
傾
向
は
よ
り
強
ま
っ
て
い
た
。
官
談
道
の
拡
張
を
定
め
た
同
法
案
は
、
政
府
案
に

は
な
い
全
国
の
各
路
線
(
全
国
二
三
路
線
、
工
費
計
一
億
三
五
0
0
万
巴
を
掲
げ
て
お

り
、
山
陰
地
域
に
つ
い
て
も
、
「
山
験
」
と
し
て
、
①
官
談
道
京
殻
路
S
舞
鶴
S

宮
津
S
鳥
取
間
、
②
姫
路
(
も
し
く
は
そ
の
近
傍
)
 
S
鳥
取
S
松
江
S
浜
田
S
山
口
間
、

③
岡
山
(
も
し
く
は
そ
の
近
傍
)
 
S
米
子
S
境
間
、
足
島
S
浜
田
間
の
計
四
線
を
掲
げ

m
)

て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
案
提
出
者
全
一
四
名
の
な
か
に
は
佐
藤
の
ほ
か
、
山
陰
地
域

(
川
)

如
し
、
状
況
で
あ
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
一
八
九
一
年
に
お

け
る
島
根
旧
丙
で
の
二
つ
の
動
き
は
必
ず
し
も
連
動
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

51



(
n
)

か
ら
佐
々
田
懋
と
山
瀬
幸
人
の
二
名
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、
賛
成
者
全
六
九
名

余
)
 
m
)

の
な
か
に
は
佐
々
木
善
右
衛
門
高
橋
久
次
郎
、
岡
崎
運
兵
衛
(
松
江
)
が
い
た
。
地

域
で
の
動
き
と
の
関
連
で
は
石
見
地
域
出
身
(
那
賀
郡
)
の
佐
々
田
が
法
案
提
出
者
と

し
て
深
く
関
わ
り
、
馬
車
鉄
鄭
画
が
進
行
中
の
広
島
S
浜
田
間
が
同
法
安
輩
に
含
ま
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

山
陰
地
域
の
代
議
士
た
ち
が
同
法
案
に
賛
同
す
る
理
由
は
単
に
そ
の
計
画
の
規
模
だ
け

余
)

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
鉄
道
拡
張
法
案
理
由
圭
国
」
に
ょ
る
と
、
現
在
の
整
網
は
「
本

州
二
在
テ
ハ
太
平
洋
二
面
シ
タ
ル
一
帯
ノ
平
地
ヲ
東
西
二
横
貫
シ
タ
ル
ニ
止
マ
リ
中
央
及

日
本
海
二
面
セ
ル
部
分
ハ
敦
賀
信
越
二
線
ノ
僅
力
二
南
北
ヲ
縦
貫
シ
タ
ル
モ
ノ
＼
外
ハ

未
夕
鉄
道
ア
ル
ヲ
見
ス
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
「
理
由
圭
白
」
は
次
の
よ
う
に
そ
う
し

た
交
通
の
地
域
的
な
不
均
衡
の
是
正
を
訴
え
て
い
た
。

実
及
日
本
海
二
面
セ
ル
部
分
ハ
陸
ニ
ハ
峻
悪
ノ
道
途
ア
リ
海
ニ
ハ
航
運
ノ
不
白
由

ア
リ
テ
鉄
道
ノ
便
益
ヲ
待
ツ
ノ
外
ハ
一
父
通
ノ
方
便
極
メ
テ
全
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
故
二
必

要
ノ
程
度
ヨ
リ
観
レ
ハ
太
平
洋
二
面
セ
ル
部
分
ハ
暫
ク
之
ヲ
後
ニ
ス
ヘ
キ
モ
実
及

日
本
海
二
面
セ
ル
部
分
ハ
寸
時
モ
早
ク
鉄
道
ヲ
敷
設
シ
テ
其
天
峻
ヲ
破
ラ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス

鉄
道
と
は
「
国
ノ
血
脈
」
で
あ
っ
た
。
鉄
道
が
三
地
方
二
偏
シ
テ
局
部
ノ
利
便
ヲ
ナ

ス
ノ
ミ
」
で
は
「
国
民
ノ
幸
福
二
格
段
ナ
ル
不
平
均
」
を
き
た
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

「
鉄
道
拡
張
法
安
六
」
は
山
陰
地
域
な
ど
の
鉄
道
未
設
地
域
の
実
情
を
汲
み
取
っ
た
性

1格
を
も
ち
、
「
山
陰
鉄
需
」
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
し
く
秋
以
降
出
雲
地
域
(
特
に
松
江
)
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
請
願
書
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
と
行
方
は
わ
か
ら
な
い
。
の
ち
に
『
山
陰
新
聞
』
で
「
当
市
の
如
き
も
第
二
期

議
会
に
対
し
山
陰
鉄
道
布
設
の
件
を
詰
願
せ
ん
と
の
議
あ
り
、
有
'
者
瓢
心
に
奔
走
せ

し
も
解
散
と
與
に
立
ち
消
同
様
の
姿
に
て
あ
り
し
」
と
あ
り
、
衆
議
院
解
散
の
犠
牲
と
な
っ

m
)

0

た
よ
う
で
あ
る

以
上
の
よ
う
に
、
地
域
で
の
動
き
と
議
会
で
の
動
き
の
明
確
な
連
動
性
は
史
料
的
に
明

ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
議
会
に
お
い
て
島
根
県
の
代
議
士
は
、
独
自
な

動
き
で
は
な
い
も
の
の
官
設
鉄
道
拡
張
を
望
む
衆
議
院
の
動
向
に
乗
じ
る
な
か
で
前
議

会
に
比
べ
て
ょ
り
強
力
に
地
域
の
利
害
を
訴
え
て
い
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
先
行
研
究
で
こ
れ
ま
で
憲
が
不
明
確
な
ま
ま
に
さ
れ
て
き
た
島
根
県
に
お

け
る
鉄
道
敷
設
運
動
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
主
に
『
山
陰
新
聞
』
を
用
い
て
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
島
根
県
で
は
少
な
く
と
も
一
八
九
二
年
よ
り
以
前
に
鉄
道
敷
設
に
向
け
た
動
き

は
^
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日
^
^
に
^
洲
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

第
.
、
に
、
島
根
県
で
は
、
一
八
八
九
年
に
運
動
が
活
発
化
し
た
鳥
取
県
と
は
対
照
的

に
、
第
一
次
鉄
道
熱
期
に
お
い
て
は
目
立
っ
た
動
き
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

一
八
九
一
年
に
な
っ
て
主
体
的
な
鉄
道
敷
釜
動
が
台
頭
し
た
。
そ
の
際
、
石
見
地
域
と

堪
麺
域
と
で
二
つ
運
動
が
起
こ
っ
た
が
、
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
前
者
(
馬
車
鉄
道
計
画
)

が
袈
経
済
の
具
体
的
な
要
請
に
も
と
づ
く
動
き
で
あ
っ
た
に
対
し
、
後
者
は
地
域
の
軍

事
的
重
要
性
や
鉄
道
政
策
の
不
均
等
性
を
訴
え
る
な
ど
、
地
方
・
中
央
の
問
題
に
端
を
発

し
た
動
き
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
運
動
の
契
機
と
な
っ
た
『
山
陰
新
聞
』
の
「
山
陰
鉄

道
論
」
か
ら
は
地
域
経
済
か
ら
の
具
体
的
な
要
請
は
見
え
て
こ
な
い
。
ま
た
、
二
つ
の
運

動
は
必
ず
し
も
連
動
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

第
二
に
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
岳
代
墜
が
地
域
で
の
動
向
に
比
べ
て
一
足
早

く
箔
の
必
要
性
を
表
明
し
て
い
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
鉄
道
略
に
地
域
の
利
害
を
反
映

さ
せ
る
動
き
を
強
め
て
い
っ
た
。
地
域
の
動
き
と
の
連
動
性
は
不
明
な
点
が
あ
る
も
の
の
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第
一
議
会
と
第
二
議
会
で
は
活
動
の
徹
底
度
が
異
な
る
。
そ
し
て
、
第
三
議
会
(
一
八
九
二

年
五
月
六
日
開
会
S
六
月
一
四
日
閉
会
)
に
お
い
て
も
島
根
・
鳥
取
両
県
の
在
京
有
志
に

Ⅱ

よ
っ
て
山
陰
鉄
道
期
成
会
が
結
成
(
五
旦
三
旦
さ
松
、
「
山
陰
鉄
道
布
設
語
書
」

余
)

が
作
成
・
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
山
陰
地
域
の
「
陸
の
孤
島
化
」
阻
止
の
動
き
は
続
け
ら

れ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
何
故
島
根
県
で
の
主
体
的
な
鉄
道
敷
鐙
動
の
開
始
は
隣
の
鳥
取
県
よ
り

や
や
遅
く
一
八
九
一
年
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、
明

治
一
0
年
代
後
半
か
ら
二
0
年
代
前
半
に
か
け
て
、
島
根
県
で
は
地
域
交
通
の
発
達
の

画
期
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
、
あ
る
程
度
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
内
藤
正
中
氏
は
『
島
根
県
の
百
年
』
に
て
、
一
八
八
四
年
(
明
治
一
七
)
に
大

阪
商
船
会
社
に
ょ
る
大
阪
S
松
江
間
の
山
陰
航
路
が
開
設
さ
れ
、
運
賃
コ
ス
ト
と
物
価

の
低
減
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
一
ハ
ハ
ハ
年
の
『
島
根
県
農
事
調
査
』
か
ら
明
ら
か
に
し

爪
)

て
い
る
。
ま
た
、
一
八
九
一
年
五
月
に
島
根
県
知
事
籠
手
田
安
定
が
後
任
の
篠
崎
五
郎

に
宛
て
た
『
事
需
渡
書
』
(
計
八
冊
)
は
鉄
道
敷
設
運
動
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
晶
の
交
通
に
関
し
て
籠
手
田
は
「
宍
道
湖
及
中
海
沿
岸
各
地
ノ
間
ヲ
往

復
ス
ル
小
形
汽
舩
ハ
近
来
大
二
其
数
ヲ
加
へ
、
随
テ
其
問
二
競
争
ヲ
生
シ
競
争
劇
甚
ノ
極
」

伽
)

と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
八
九
一
年
七
言
う
と
、
島
根
県
黒
{
条
で
あ
っ
た
県
下

三
大
道
路
(
米
子
S
松
江
S
山
口
線
、
松
江
S
広
島
線
、
浜
田
S
広
島
線
)
が
完
成
し
た

年
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
期
の
島
根
県
で
は
主
要
道
路
の
改
修
が
一
段
落
し
、
器
面
で
汽

船
(
特
に
中
海
・
{
六
道
湖
圏
域
で
)
が
力
を
伸
ぱ
し
て
い
た
。
特
に
地
域
に
お
け
る
絵

の
強
弱
が
鉄
道
敷
設
運
動
の
開
始
時
期
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
地
域
に
お
け
る
鉄
道
の
必
要
性
つ
い
て
は
、
当
該
期
の
『
山
陰
新
聞
』
記
事

か
ら
は
地
域
の
商
工
業
者
の
意
向
が
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
同
紙
に
て
一
八
九
一
年
六
月

面
)

よ
り
三
度
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
社
説
「
松
江
の
商
堂
木
」
で
は
「
山
陰
鉄
道
」
(
こ
こ

で
は
陰
陽
連
炊
線
)
が
松
江
市
に
も
た
ら
す
商
業
上
の
膨
音
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
鉄
道
に
対
す
る
期
待
で
は
な
く
、
大
阪
商
人
・
大
阪
資
本
の
進
出
に
ょ
り
松
江
の
商

業
は
睡
鯛
さ
れ
、
松
江
が
「
小
売
地
」
と
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
危
機
感
釜
べ
ら
れ

て
い
た
。
「
山
陰
箔
」
の
開
通
に
ょ
り
、
松
江
の
商
業
は
大
阪
商
人
と
の
「
生
存
"
琴
」

に
立
た
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
域
の
商
工
業
者
の
意
向
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
地
域
で
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今

後
は
第
三
零
以
降
の
箔
敷
難
動
の
実
張
明
に
加
え
、
鉄
道
敷
設
法
と
山
陰
地
域

の
関
係
に
つ
い
て
地
域
^
差
問
^
も
視
野
に
入
^
た
^
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

注
(
1
)
内
藤
正
中
『
島
根
県
の
百
年
(
県
民
百
賃
三
己
』
(
山
川
出
版
社
二
九
八
二
年
)
、
阿
部
恒
久
『
「
裏

日
本
」
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
』
(
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
七
年
)
、
古
厩
忠
夫
『
裏
日
本

1
近
代
日
本
を
問
い
な
お
す
1
』
命
石
波
書
店
一
九
九
七
年
)
な
ど
。

(
2
)
【
表
】
で
は
他
に
、
内
藤
正
中
翻
『
鼎
島
根
県
の
歴
史
(
鼎
日
本
の
歴
史
三
二
)
』
(
一
九
九
七

午
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
【
表
Y
器
の
各
文
献
の
出
版
元
な
ど
の
詳
程
本
稿
末
尾
の
「
参
考
文
献

一
覧
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
【
表
】
で
は
他
に
、
内
肇
中
『
島
根
県
の
歴
史
』
(
一
九
六
九
年
)
、
山
崎
弘
『
山
陰
鉄
道
物
語
』

(
二
0
0
二
年
)
、
山
陰
整
研
究
会
・
祖
田
定
一
『
島
根
県
・
{
女
来
市
広
瀬
鉄
道
株
式
会
社
資

発
水
歴
史
の
里
に
消
え
た
鉄
道
』
(
、
-
0
0
七
年
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
ι
鉄
媛
陰
は
、
今
後
官
雫
終
す
べ
き
路
線
に
関
し
一
＼
第
二
条
で
全
国
三
三
項
も
の
予
定

線
を
列
挙
し
、
そ
の
中
か
ら
第
七
条
に
掲
げ
た
九
路
線
を
第
一
期
の
計
画
(
三
年
間
)
と
し
て
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建
設
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
(
本
稿
で
は
こ
れ
を
第
一
期
夕
呼
ぶ
と
と
と
す
る
)
。
以
下
は

同
法
第
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
山
陰
地
域
に
関
す
る
路
線
で
あ
る
(
日
本
鉄
道
省
編
『
日
本
鉄
道
史
』

上
編
〔
一
九
一
工
年
、
清
文
堂
よ
り
一
九
七
二
年
に
復
刊
〕
九
五
五
S
九
六
一
頁
)
。

山
陰
線

一
京
都
府
下
糖
ヨ
リ
兵
庫
県
下
豊
岡
鳥
取
県
下
鳥
取
島
根
県
下
松
江
、
浜
田
ヲ
経
テ
山

口
県
下
山
口
近
傍
二
至
ル
鉄
道

山
陰
及
山
陽
連
繰

一
兵
庫
県
下
姫
路
ヨ
リ
生
野
若
ハ
笹
山
ヲ
経
テ
京
都
府
下
舞
鶴
又
ハ
園
部
二
至
ル
箔
若
ハ

兵
庫
県
下
士
山
ヨ
リ
京
都
府
下
福
知
山
ヲ
経
テ
糖
二
至
ル
鉄
道

経
テ
鳥
取
県
下
米
子
及
境
一
呈
ル
鉄
道
若
ハ
岡
山
県
舌
敷
又
ハ
玉
島
ヨ
リ
鳥
取
県
下
境
二

至
ル
鉄
道
(
傍
線
1
引
用
者
)

一
広
島
県
下
広
島
ヨ
リ
島
根
県
下
浜
田
二
至
ル
鉄
道

こ
の
う
ち
、
傍
墾
示
し
た
も
の
が
第
七
条
に
記
載
さ
れ
、
第
一
期
線
と
な
る
(
厳
密
に
は
第
七

条
の
文
面
で
は
「
兵
庫
県
下
姫
路
近
傍
ヨ
リ
鳥
取
県
下
鳥
取
ヲ
経
テ
境
二
至
ル
鉄
道
又
ハ
岡
山
県

下
岡
山
ヨ
リ
津
山
ヲ
経
テ
鳥
取
県
下
境
二
至
ル
鉄
道
若
ハ
岡
山
県
下
倉
敷
ヨ
リ
鳥
取
県
下
境
二
至

ル
鉄
道
」
と
な
る
)
。
こ
の
路
線
は
三
本
の
比
較
撃
含
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も
島
根
喝
丙
に
は

及
ぱ
な
い
。
そ
し
て
、
第
二
条
で
予
定
線
と
し
て
掲
げ
ら
れ
な
が
ら
第
一
課
に
は
外
れ
た
鞭

が
第
一
期
線
に
昇
格
す
る
に
は
帝
国
焚
本
で
の
協
賛
(
法
律
改
正
が
必
要
で
あ
っ
た
。

(
5
)
島
根
県
議
会
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
島
根
県
議
会
史
』
第
一
巻
・
第
二
巻
爲
根
鷲
会
事
務

局
、
一
九
五
九
年
)
。
島
根
県
会
で
は
鉄
道
問
題
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
建
議
・
意
見
書
が
可

決
さ
れ
て
い
る
。
一
八
九
二
年
三
阿
六
日
「
県
下
安
来
地
方
ヲ
陰
陽
連
絡
鉄
道
中
間
線
二
挿
入

セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
請
フ
建
議
」
璽
巻
、
、
 
0
九
二
頁
)
。
一
八
九
五
年
三
旦

7
H
四
喪

「

県
下
二
鉄
道
布
設
ヲ
請
フ
ノ
建
議
」
重
巻
、
一
一
九
五
・
一
一
九
六
頁
)
。
一
八
九
人
午
ご
一

一
兵
庫
県
下
姫
路
近
傍
ヨ
リ
鳥
取
県
下
鳥
取
二
至
ル
鉄
道
又
ハ
岡
山
県
下
岡
山
ヨ
リ
洗
ヲ

月
「
島
根
県
下
へ
鉄
道
ヲ
敷
設
セ
ラ
レ
ン
事
外
二
件
二
関
ス
ル
再
建
議
」
(
第
一
巻
三
三
一
八

頁
)
。
一
九
0
0
年
三
河
一
九
日
「
島
根
県
下
二
鉄
道
ヲ
敷
設
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
意
見
圭
白
」

(
第
二
巻
、
三
八
三
頁
)
。
一
九
0
二
年
ご
河
「
山
陰
鉄
道
敷
設
二
関
ス
ル
意
見
書
」
(
第
二
巻

四
六
九
・
四
七
0
頁
)
。

(
6
)
【
表
】
で
は
他
に
『
松
江
八
百
八
町
内
物
語
白
潟
の
巻
』
(
一
九
五
五
年
)
、
『
島
根
百
年
』
(
一
九
六
八

年
)
、
胤
正
中
『
わ
が
町
の
歴
史
・
松
江
』
(
一
九
七
九
年
)
、
『
松
江
市
議
会
史
』
(
一
九
八
一
年
)
、

下
島
根
県
大
百
科
事
典
上
巻
』
(
一
九
八
二
年
)
、
前
掲
内
藤
『
島
根
県
の
百
年
』
(
一
九
八
二
年
)
、

『
南
に
見
る
山
陰
の
世
相
百
年
』
(
一
九
八
三
年
)
、
『
市
制
施
行
一
0
0
周
年
記
稔
江
嘉
』

(
一
九
八
九
年
)
、
『
松
江
余
談
』
(
一
九
八
九
包
が
あ
る
。

(
7
)
と
の
ほ
か
、
局
で
は
一
九
0
八
年
の
山
験
の
開
通
ま
で
に
は
、
日
清
穫
期
の
芸
石
鉄
道
や

大
符
山
鉄
道
な
ど
、
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
私
鉄
譜
も
多
数
存
在
し
た
。
と
ぅ
し
た
計
画
に

関
し
て
は
【
表
】
の
『
新
修
島
根
貴
(
通
史
編
二
)
』
・
『
出
雲
の
歴
史
』
・
『
島
根
県
大
百
科
事
典

上
巻
』
な
ど
が
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
路
線
や
時
期
と
い
っ
た
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
実
態
解
明

は
進
ん
で
い
な
い
。

(
8
)
【
表
】
で
は
他
に
、
『
島
根
県
大
百
科
事
典
上
巻
』
(
一
九
八
二
午
野
本
晃
史
担
当
部
分
)
、
『
市

制
施
行
一
 
0
0
周
年
記
念
松
江
市
誌
』
(
一
九
八
九
年
)
、
『
松
江
余
談
』
(
一
九
八
九
年
)
が
あ
げ

ら
れ
る
。

(
9
)
松
江
市
役
所
所
蔵
『
松
江
米
子
問
鉄
嘉
願
事
務
所
記
録
』
。

(
W
)
『
山
陰
新
閉
』
か
ら
は
鉄
道
終
法
公
布
後
に
島
根
県
内
に
は
以
下
の
三
つ
の
鉄
道
敷
鐙
動

が
台
頭
し
た
と
と
が
隠
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
自
ら
の
路
線
を
同
法
の
第
一
期
線
へ

組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
.
一
は
鳥
取
県
境
S
島
根
晶
義
郡
S
岡
山
塁
眉
敷
間
で
あ

る
。
こ
れ
は
能
赤
を
陰
陽
連
絡
線
(
鉄
道
敷
強
第
一
期
線
)
の
経
由
地
に
組
み
込
も
う
と
す

る
動
き
で
あ
り
、
先
述
の
建
議
(
W
 
下
県
県
製
史
』
第
一
巻
)
は
そ
う
し
た
動
き
の
一
環

で
あ
っ
た
(
注
Ⅱ
盆
)
。
第
二
は
那
賀
郡
喬
S
広
・
倍
で
あ
る
。
こ
の
路
線
は
前
掲
鉄
道
敷
設

ノ＼

H
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法
の
第
二
条
に
「
広
島
県
下
広
島
ヨ
リ
島
根
県
下
浜
田
二
至
ル
鉄
道
」
と
し
て
器
さ
れ
て
い
る
(
注

4
姦
)
。
同
法
公
布
後
間
も
な
い
七
月
五
日
付
の
『
山
辱
閉
』
(
「
那
郡
浜
田
の
要
報
全
日

発
)
」
)
に
、
同
路
線
の
鉄
道
終
法
第
一
期
線
昇
格
を
目
指
す
た
め
倫
票
誘
隆
の
動
き

が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
県
内
の
同
法
公
布
後
に
見
ら
れ
る
動
き
と
し
て
は
早
い
も
の
で
あ
る
。
第

三
は
、
鉄
道
終
法
第
七
条
器
(
第
一
綴
)
の
「
広
島
県
下
三
原
ヨ
リ
山
口
県
下
赤
鴇
二

至
ル
鉄
道
」
を
内
陸
の
鹿
足
郡
津
和
野
経
由
へ
と
導
こ
う
と
t
る
も
の
で
、
九
月
頃
よ
り
そ
の
動

き
が
確
雫
き
る
(
『
山
陰
新
閉
』
一
八
九
二
年
九
月
二
九
日
「
防
州
山
口
将
(
九
月
廿
六
日
逃
」
、

同
一
八
九
二
年
三
月
二
九
日
云
製
道
に
関
す
ゑ
断
」
な
ど
)
。
こ
羅
他
は
堀
礼
造
ら

を
中
心
と
t
る
鹿
足
郡
有
志
が
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
路
線
の
俸
莅
性
を
{
釜
す
べ
く
独
自
に

技
師
を
雇
っ
て
路
線
の
実
糊
量
を
行
っ
た
。
こ
の
運
動
に
関
し
て
は
、
宇
田
正
氏
が
『
近
代
日

本
と
釜
史
の
展
開
』
(
日
本
僻
評
"
、
一
九
九
五
年
)
の
第
四
章
「
明
治
中
期
一
地
方
釜

計
画
に
か
か
る
路
線
調
査
と
そ
の
背
景
1
1
津
和
顎
関
係
実
地
測
量
を
め
ぐ
つ
て
 
1
」
に
お

い
工
譯
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
Ⅱ
)
島
根
冬
の
「
県
下
安
来
地
方
ヲ
陰
陽
器
箔
中
間
線
二
挿
入
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
請
フ
鷲
」
は
、

鉄
道
敷
陰
第
七
龜
載
の
「
兵
庫
県
下
姫
路
近
傍
ヨ
リ
鳥
取
県
下
鳥
取
ヲ
経
テ
境
三
金
ル
釜

又
ハ
岡
山
県
下
岡
山
ヨ
リ
津
山
ヲ
経
テ
鳥
取
県
下
境
二
至
ル
鉄
道
若
ハ
岡
山
県
下
姦
ヨ
リ
鳥
取

県
下
境
二
至
ル
鉄
道
」
の
う
ち
、
倉
敷
S
境
間
の
採
用
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
建

議
は
さ
ら
に
こ
の
路
線
を
「
鳥
取
県
下
日
野
郡
石
見
ヨ
'
印
賀
及
本
県
下
能
義
郡
赤
屋
井
尻
母

里
安
田
大
塚
宇
賀
荘
ヲ
経
テ
安
来
二
至
リ
島
田
ヲ
過
キ
米
子
境
二
通
ス
ル
」
も
の
に
す
る
こ
と
を

求
め
た
(
前
掲
『
島
根
県
焚
壷
』
第
一
巻
、
-
 
0
九
二
頁
)
。

(
口
)
こ
う
し
た
傾
向
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
が
前
掲
山
崎
『
山
陰
鉄
道
物
語
』
の
以
下
の
よ
う
な
記

述
(
二
六
・
二
七
頁
)
で
あ
る
。

松
江
市
の
鉄
道
敷
隆
動
が
加
熱
し
て
き
た
の
は
、
明
治
三
二
年
(
一
八
九
九
)
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
っ
た
。
島
根
県
で
は
、
か
つ
て
明
治
二
五
年
(
一
八
九
己
に
、
島
根
於
会
か

ら
内
務
大
臣
に
陰
陽
黛
線
生
膿
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
二
八
年
(
一
八
九
五
に
は
松

ル
市
を
中
心
に
、
旧
璽
=
街
き
か
け
「
島
根
県
下
長
道
終
壽
う
」
と
い
う
建
議
を

国
会
に
提
出
し
た
。
だ
が
い
ま
ひ
と
つ
、
本
^
的
な
運
動
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
^

が
三
二
年
に
な
っ
恩
に
火
が
つ
い
た
の
は
三
三
年
に
着
工
し
、
山
陰
を
東
へ
延
び
て
行

く
、
陰
陽
連
^
の
^
1
鳥
取
1
姫
路
線
に
大
き
く
影
^
さ
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。

(
玲
)
農
地
方
の
釜
終
の
遅
れ
に
関
し
て
は
県
恒
久
氏
が
前
掲
憂
日
本
」
は
い
か
に
つ
く

ら
れ
た
か
』
の
第
六
章
「
山
陰
地
力
の
「
裏
日
本
」
化
」
に
お
い
て
、
鉄
道
敷
陰
公
布
後
の
帝

鼎
会
で
の
山
陰
地
域
へ
の
鉄
道
建
啓
関
t
る
議
論
と
、
{
際
の
釜
建
設
の
実
施
状
況
を
整

理
・
艀
し
、
山
陰
地
力
へ
鉄
道
を
建
設
す
る
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
喜
貝
し
た
張
姿
勢
を
指

摘
し
て
い
る
。
阿
部
氏
は
島
根
県
需
代
議
士
恒
松
隆
慶
に
ょ
る
帝
国
議
会
で
の
鉄
道
敷
設
の

要
求
な
ど
地
域
の
側
か
ら
の
動
き
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
鉄
道
敷
設
法
公
布
以
前
の
山
陰
地

域
の
状
況
倫
し
て
は
、
丁
八
八
七
年
九
月
の
松
江
で
の
島
根
・
鳥
取
両
県
条
に
よ
る
会
合
の

こ
と
(
前
掲
内
藤
『
島
根
県
の
百
年
』
か
ら
の
引
用
)
七
第
一
議
会
に
貴
衆
両
院
に
提
出
さ
れ

た
鳥
取
県
有
志
稽
克
三
ほ
か
三
九
名
に
ょ
晶
願
(
本
稿
第
豆
早
に
て
徐
)
の
と
と
し
か

触
れ
て
い
な
い
。

(
H
)
原
田
勝
正
・
青
木
栄
一
『
日
本
の
鉄
道
1
-
 
0
0
年
の
歩
み
か
ら
1
』
(
三
省
堂
、
一
九
七
三
年
)

三
九
頁
。

(
巧
)
老
"
喜
『
日
本
史
小
百
科
,
近
代
人
鉄
道
>
』
(
東
京
堂
出
版
一
九
九
六
年
)
三
孟
真

(
玲
)
雛
勤
・
池
内
敏
編
『
鳥
取
米
子
と
隠
岐
(
街
道
の
日
本
史
三
七
)
』
全
口
川
弘
文
館
三
0
0
五
年
)

三
孟
頁
。

介
)
『
山
陽
新
報
』
(
一
八
八
七
年
九
月
二
五
日
「
山
陰
鉄
道
」
)
。

山
陰
道
の
海
産
物
其
他
重
要
産
物
に
富
む
こ
と
は
世
人
も
已
に
知
了
せ
る
所
な
る
が
此
諸
産

物
は
器
の
路
末
だ
開
け
ざ
る
に
由
り
て
所
需
腐
陳
々
相
因
る
の
傾
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ

る
に
ぞ
坐
君
見
因
幡
伯
耆
の
呉
遜
響
貝
は
夫
の
山
陽
鉄
道
の
布
設
も
遠
き
に
あ
ら
ざ
る
を
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以
て
右
四
国
を
連
貫
し
た
る
一
線
の
鉄
道
を
布
設
し
て
此
の
岡
山
に
通
じ
て
山
陽
鉄
道
に
接

続
せ
し
め
此
鉄
道
を
以
て
産
物
の
運
輸
を
な
さ
ん
と
計
画
し
四
国
は
鴛
の
調
査
を
も
な
し

を
る
趣
な
る
が
此
計
画
に
し
て
成
立
た
ら
ん
に
は
直
ち
に
埜
女
に
着
手
す
る
都
合
な
り

と
い
へ
リ

(
玲
)
『
東
京
日
日
新
聞
』
(
一
八
八
七
年
一
 
0
月
三
百
「
山
陰
道
鉄
道
」
)
。

同
鉄
道
(
山
陰
道
鉄
道
1
引
用
者
注
)
布
設
の
計
画
あ
る
由
ハ
曽
て
聞
く
処
な
り
し
が
其
発

起
者
た
る
出
雲
石
見
伯
耆
因
幡
四
ケ
国
の
呉
本
議
員
諸
氏
ハ
本
月
一
日
出
牙
松
江
に
尖
工

を
開
き
右
布
設
大
体
の
協
議
を
為
せ
し
由
な
る
が
其
線
路
ハ
右
四
ケ
国
を
連
貫
し
備
前
岡
山

ま
で
布
設
し
山
陽
鉄
道
に
連
接
せ
し
む
べ
き
見
込
な
り
と
の
報
知
あ
り

翁
)
当
時
『
山
陰
新
聞
』
は
隔
日
刊
行
で
あ
っ
た
。
一
八
八
七
年
九
月
ご
百
は
休
刊
、
三
百
(
第

ハ
ハ
ハ
ロ
瓦
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
て
原
紙
が
全
頁
欠
号
で
あ
っ
た
。

⑳
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
八
七
年
九
月
一
七
日
両
県
繭
糸
共
進
会
開
場
式
」
)
な
ど
。

(
幻
)
こ
の
『
山
陰
新
聞
』
で
の
「
山
陽
道
鉄
道
会
社
」
が
、
の
ち
に
神
戸
S
下
関
間
の
鉄
道
を
終
t

る
山
陽
鉄
道
会
社
に
繋
が
勗
き
で
あ
る
か
ど
ぅ
か
は
本
稿
で
は
明
ら
か
で
き
な
い
。
後
者
の
山

陽
鉄
漠
工
社
の
創
立
願
書
の
提
出
は
一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
)
三
月
二
七
日
で
あ
る
。
そ
し
て
、

最
初
の
営
業
区
間
で
あ
る
兵
庫
S
明
石
間
が
開
業
す
る
の
は
一
ハ
ハ
ハ
年
三
刃
一
日
で
あ
る
(
前

掲
『
日
本
鉄
道
史
』
上
編
、
ハ
ニ
0
S
ハ
ニ
ハ
頁
)
。

(
器
)
関
西
鉄
道
は
京
都
S
名
古
屋
間
を
連
絡
す
べ
く
滋
賀
県
の
有
志
に
ょ
っ
て
企
画
さ
れ
た
が
、
京

都
の
有
志
の
賛
同
を
得
る
た
め
も
あ
り
計
画
に
京
都
S
宮
津
間
が
追
加
さ
れ
た
。
一
八
八
七
年
三

月
に
提
出
さ
れ
た
「
関
西
鉄
道
会
社
創
立
願
圭
白
」
は
大
津
S
四
日
市
問
四
日
市
S
桑
名
S
熱
田

間
伏
見
S
奈
良
S
大
阪
間
京
都
S
宮
津
間
の
路
線
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鉄
道

庁
長
官
の
井
上
勝
は
他
の
計
画
と
の
競
合
等
の
面
か
ら
再
出
願
を
指
令
し
た
。
そ
し
く
翌
年
一

月
に
再
出
願
を
し
た
男
路
線
は
草
津
S
四
日
市
間
、
桑
名
S
四
訂
市
冏
、
河
原
田
S
津
間
で
あ

り
(
こ
の
三
区
問
は
三
月
長
設
の
免
許
を
得
た
)
、
京
都
S
宮
津
問
は
計
画
か
ら
消
去
さ
れ
た

冒
本
国
有
鉄
編
『
日
本
国
有
鉄
道
百
賃
』
第
二
巻
〔
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
二
九
七
0
缶

五
三
九
S
玉
四
二
頁
)
。

(
部
)
『
山
辱
聞
』
(
一
八
八
九
年
六
打
三
日
「
山
甑
道
会
社
」
)
。

愛
)
日
本
国
有
鉄
道
編
冒
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
四
巻
(
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
、
一
九
七
二
缶

四
三
<
・
四
三
七
頁
。
宮
川
秀
一
「
阪
鶴
箔
の
敷
設
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
兵
庫
史
学
』
第
四
七
号
、

兵
空
饗
一
九
六
七
年
)
ご
一
・
一
三
頁
。
木
村
辰
男
「
山
陰
・
山
陽
連
殺
道
の
形
成
過
程

1
鉄
道
敷
陰
の
公
布
に
関
連
し
て
1
」
(
『
神
戸
学
院
大
希
要
』
一
弟
二
巻
第
盲
ぢ
二
九
七
一
年
)

五
三
S
五
六
頁
。

露
)
島
根
県
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
・
山
陰
中
央
新
報
社
開
発
局
企
画
編
集
『
島
根
県
大
百
科
事

典
上
巻
』
(
山
陰
実
新
馨
、
一
九
八
二
年
)
六
九
一
頁
(
鴛
宗
氏
担
当
「
山
陰
鉄
道
」
)
。

(
紛
)
一
八
八
九
年
の
鳥
取
県
に
お
け
る
鉄
道
終
運
動
の
状
謬
つ
い
て
、
二
年
後
の
『
山
陰
新
聞
』

(
一
八
九
一
年
六
旦
工
日
「
陰
陽
鉄
道
曾
燃
軍
伯
地
方
に
区
は
以
下
の
四
顎
を
紹
介
し

て
い
る
。
①
「
山
陰
鉄
道
」
(
為
S
但
馬
S
因
幡
S
伯
耆
S
出
雲
(
松
江
)
間
)
、
②
「
因
播
鉄
道
」
(
播

磨
與
井
S
因
幡
S
伯
耆
S
松
江
問
)
、
隔
前
和
気
S
津
山
S
倉
吉
S
米
子
S
松
江
間
器
後
尾

道
S
鳥
取
県
日
野
郡
S
米
子
S
松
江
間
。

(
包
玉
島
の
有
志
者
四
互
は
浅
口
郡
選
出
の
旧
公
=
議
員
の
契
一
と
板
谷
九
郎
と
思
わ
れ
る
(
岡
山

糖
『
岡
山
冬
史
』
第
一
編
中
国
民
郡
一
九
0
六
年
)
。

露
)
『
山
陰
高
』
(
一
八
八
九
年
七
月
二
七
日
「
岡
山
及
玉
島
の
鉄
道
有
志
者
」
)
。

西
)
『
山
陰
新
闇
』
(
一
八
八
九
年
九
月
二
七
日
「
日
野
郡
根
雨
宿
通
信
」
)
。
同
(
一
八
八
九
年
一
 
0
月

七
日
「
西
伯
鉄
道
の
燧
道
」
)
。

(
即
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
八
九
年
一
 
0
月
九
日
「
箔
設
計
決
議
書
」
)
。

(
飢
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
八
九
年
七
打
二
七
日
「
伯
州
有
志
懇
親
会
の
結
果
」
)
。
同
(
一
八
八
九
年
九

円
三
日
「
三
国
有
志
者
の
会
△
口
」
)
。

(
噐
)
『
山
陰
励
闇
』
(
一
八
八
九
年
九
月
一
三
日
 
7
叢
の
鉄
道
」
)
。
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露
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
八
九
年
九
月
二
七
日
「
日
野
郡
根
雨
宿
通
信
」
)
。
同
(
一
八
八
九
年
一
 
0
月

七
日
「
西
伯
鉄
道
の
燧
道
」
)
。
同
(
一
八
八
九
年
三
月
二
日
「
伯
州
根
雨
櫓
釜
問
題
」
)
。

兪
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
八
九
年
七
月
二
七
日
「
岡
山
及
玉
島
の
鉄
道
有
志
者
」
)
。

禽
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
八
九
年
六
月
二
三
日
「
山
陰
鉄
道
会
社
」
)
。

(
関
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
八
九
年
六
月
三
日
「
山
陰
箔
会
社
」
)
。
そ
れ
に
ょ
る
七
第
一
区
は
摂

州
神
崎
S
丹
後
国
多
紀
郡
八
上
新
村
間
第
二
区
は
同
所
S
舞
鶴
問
、
第
三
区
は
同
所
S
久
美
浜

間
、
第
四
区
は
同
所
S
鳥
取
間
第
五
区
は
同
所
S
米
子
間
、
第
六
区
は
同
所
S
松
江
問
で
あ
り
、

以
上
計
三
二
六
哩
余
で
あ
っ
た
。

兪
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
八
九
年
六
月
二
三
日
「
山
陰
鉄
誓
社
」
)
。
同
(
一
八
八
九
年
六
月
二
七
日
「
山

陰
鉄
道
」
)
。

(
認
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
八
九
年
六
月
二
七
日
「
山
陰
鉄
道
」
)
。

(
四
前
掲
『
島
根
県
大
百
科
事
典
上
巻
』
六
九
一
頁
(
池
橋
達
雄
氏
担
当
、
「
山
陰
鐙
」
)
。

(
卯
)
松
下
孝
昭
『
近
代
日
本
の
鉄
道
政
策
1
 
丁
八
九
O
S
 
一
九
二
二
年
1
』
(
日
本
経
済
評
論
社
、

二
0
0
四
年
)
ニ
ハ
・
二
九
頁
。

(
包
前
掲
松
下
『
近
代
日
本
の
鉄
道
覆
』
二
八
真

(
収
)
佐
々
田
懋
(
一
八
五
五
S
一
九
四
0
)
。
那
賀
郡
木
田
村
(
現
浜
田
市
)
出
身
の
政
治
家
・
{
夫
業

家
。
佐
々
田
は
同
村
大
庄
屋
佐
々
田
類
三
郎
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
若
く
し
て
木
田
・
追
原
両

村
連
合
戸
長
浜
田
県
呉
=
議
員
(
官
選
)
、
浜
田
県
十
五
等
出
仕
島
根
県
第
一
区
会
議
員
(
↓

議
長
)
を
務
め
た
。
マ
ハ
ハ
一
年
、
雲
磊
三
州
の
新
制
島
根
県
の
初
代
旧
谷
議
長
と
な
り
、
以

来
一
八
九
0
年
ま
で
一
 
0
年
間
議
長
を
務
め
た
。
冬
墜
時
代
は
国
道
改
修
に
尽
力
し
て
い
る
。

一
方
で
、
佐
々
田
は
一
ハ
ハ
ニ
年
、
石
見
嘉
恵
改
進
党
を
浜
田
に
結
成
し
そ
の
党
首
と
な
る
な
ど
、

冬
議
長
・
政
党
党
首
と
し
て
自
由
民
権
運
動
に
深
く
関
わ
っ
た
。
そ
の
後
佐
々
田
は
、
第
一

黒
選
挙
に
県
第
五
区
(
那
賀
・
美
濃
鹿
足
)
か
ら
立
候
補
し
当
選
し
た
。
以
後
第
二
回
(
一
八
九
二

年
二
月
)
、
第
三
回
(
一
八
九
四
年
三
旦
と
淫
三
回
の
当
選
を
果
し
た
。
そ
し
て
、
担
丙
有
数

の
大
地
主
で
あ
っ
た
佐
々
田
は
一
九
三
年
に
貴
族
院
多
額
納
税
議
員
に
当
選
し
一
九
一
八
年
(
大

正
七
)
ま
で
務
め
た
。
佐
々
田
は
衆
議
院
議
員
時
代
、
大
成
会
↓
協
同
条
部
↓
独
立
条
部
↓

湛
条
部
↓
自
由
党
に
段
し
た
。
こ
う
し
た
政
縛
動
の
一
方
で
、
佐
々
田
は
第
五
三
国
立

馨
、
街
県
産
誓
社
終
立
な
ど
に
関
わ
る
な
ど
{
黍
界
に
も
尽
力
し
て
い
る
。
特
に
、
鉄

道
璽
に
関
心
が
高
く
、
山
陽
・
中
国
・
成
田
・
京
浜
要
・
王
子
軌
道
・
芸
備
な
ど
の
嬰
道

会
社
の
登
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
地
域
長
く
関
わ
る
も
の
は
日
清
戦
後
期
の
芸
石

箔
雲
社
計
画
(
浜
田
S
広
島
問
)
が
あ
る
。

《
勇
文
献
》

島
根
鞍
育
委
員
会
編
『
明
治
百
年
島
根
の
百
傑
』
(
報
光
社
、
一
九
六
八
年
)
。
衆
議
院
・
参

議
踊
璽
本
制
度
百
年
史
院
内
会
需
議
院
の
部
』
(
大
蔵
省
印
刷
局
一
九
九
0
年
)
。

山
陰
圭
<
都
社
・
県
県
歴
史
人
物
事
典
刊
行
委
員
会
編
『
島
根
県
歴
史
人
物
事
典
』
(
山
陰

叟
新
都
、
一
九
九
七
年
)
。
前
掲
『
島
役
大
百
栞
典
上
巻
』
五
八
0
頁
。

(
嶋
)
以
下
佐
々
田
の
発
夏
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
巽
』
第
二
巻
(
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
九
年
)
七
五
六
・
七
五
七
頁
に
ょ
る
。

(
U
)
『
東
京
日
日
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
一
 
0
月
一
日
「
箔
買
上
に
関
す
る
衆
議
器
員
の
意
向
」
)
。

(
妬
)
佐
々
木
善
右
衛
門
(
一
八
五
二
S
 
一
九
一
七
)
。
能
義
郡
荒
島
村
(
現
安
来
市
)
出
身
で
、

一
八
六
五
年
(
慶
応
元
年
)
広
瀬
の
山
村
勉
斎
の
も
と
皇
漢
学
を
学
ん
だ
。
一
八
八
一
年
(
明
治

一
四
島
根
炉
太
謬
貝
に
当
誓
二
八
九
0
年
ま
で
在
任
し
た
(
こ
の
間
、
別
長
に
二
経
任
)
。

衆
議
院
議
員
導
孚
で
は
第
一
回
(
一
八
九
0
年
七
月
)
・
第
二
回
(
一
八
九
二
年
二
旦
総
選
挙
で

巡
。
第
一
饗
に
て
は
大
突
一
一
↓
協
同
条
部
、
第
テ
三
雲
に
か
け
て
独
立
条
部
に
所
属

し
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
一
八
九
0
年
に
栓
日
"
殴
穐
ま
た
、
山
陰
製
糸
、
松
江
馨
、

稔
野
会
社
の
登
に
関
わ
り
、
山
陰
生
命
俊
株
式
会
社
、
来
待
石
器
合
資
会
社
、
松
江

話
会
社
の
社
長
を
務
め
た
(
前
掲
『
県
県
歴
史
人
物
事
典
』
。
前
掲
『
議
会
制
度
百
年
史
院

内
会
派
璽
議
院
四
部
』
)
。
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(
妬
)
高
橋
久
次
郎
(
一
八
五
八
S
一
九
二
六
)
。
神
問
郡
稗
原
村
(
現
出
雲
市
)
の
出
身
の
政
"
条
。
戸
長

呉
=
議
員
(
常
置
委
員
三
期
)
を
務
め
る
。
議
院
質
と
し
て
は
一
八
九
0
年
に
第
一
黒
選

挙
で
当
選
(
第
三
区
、
大
成
△
五
し
た
。
こ
の
の
ち
簸
川
郡
会
議
員
(
↓
同
議
長
)
、
郡
蚕
業
同
業

組
合
長
郡
需
餐
輪
な
ど
を
歴
任
し
た
。
そ
し
く
一
九
ご
一
年
の
第
三
黒
選
挙
で
再
び

衆
議
院
議
員
に
当
選
し
た
。
以
後
一
九
二
0
年
(
大
正
九
)
の
一
弟
一
四
黒
選
歪
で
繰
四
回
の

当
選
を
果
た
し
た
。
嘉
は
実
条
部
↓
立
憲
同
志
会
↓
憲
冬
に
属
し
、
認
器
衛
(
徐
)

と
と
も
に
旨
の
非
牙
系
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
憲
政
会
島
根
支
部
の
支
部
長
山
扮
め
た
。

《
参
考
文
献
》

前
掲
『
島
根
県
歴
史
人
物
広
』
。
内
藤
正
中
爲
根
県
関
係
衆
議
院
議
県
横
地
■
別
得
票

一
芦
(
『
郷
士
』
第
一
三
号
島
根
郷
士
研
究
会
一
九
六
二
年
)
。
禦
鳶
「
島
根
旧
東
議

院
議
員
選
挙
史
(
一
)
」
(
『
郷
士
』
第
一
四
号
、
一
九
六
二
年
)
。

(
迎
吉
岡
倭
文
麿
(
一
八
四
九
S
一
八
九
七
)
。
隠
岐
国
周
吉
郡
矢
尾
村
に
生
ま
れ
る
。
式
内
社
水
郡

社
神
職
で
、
體
騒
動
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。
衆
議
院
議
員
と
し
て
は
第
一
回
・
第
二
回
総

選
挙
に
当
選
。
大
成
会
、
協
同
倶
楽
部
、
独
立
倶
楽
部
に
所
属
し
た
(
前
掲
『
島
根
県
歴
史
人
物

事
典
』
。
前
掲
『
議
会
制
度
百
賃
院
内
会
派
編
衆
議
院
の
部
』
)
。

(
蝿
)
『
東
京
日
日
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
一
 
0
月
一
日
「
鉄
道
買
上
に
関
す
る
衆
議
院
議
員
の
意
向
」
)
。

翁
)
鉄
首
挿
物
館
所
蔵
。

(
釦
)
請
願
書
で
は
官
雫
の
実
現
を
希
望
し
つ
つ
も
、
一
方
で
「
若
シ
官
設
鉄
道
ヲ
敷
設
ス
ル
能
ハ
ス

ト
セ
ハ
日
本
鉄
道
会
社
九
州
鉄
道
会
社
ノ
如
ク
相
当
ノ
保
証
ヲ
与
へ
一
フ
レ
ン
事
ヲ
請
願
仕
候
」
と

あ
る
よ
う
に
私
設
で
の
実
現
に
も
含
み
を
持
た
せ
て
い
た
。

兪
)
『
山
陰
新
閉
』
全
八
九
0
年
一
月
一
四
日
「
鳥
取
の
鉄
道
邑
。
同
(
一
八
九
0
年
一
月
二
0
日
「
鉄

道
に
か
ン
る
協
議
遂
編
ら
ず
」
)
。

(
認
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
九
一
年
六
月
二
日
「
立
石
代
議
士
来
ら
ん
と
t
」
)
。
同
(

午
七
河

七
日
「
両
山
鉄
道
に
就
て
(
鳥
取
新
報
)
」
)
。
同
(
一
八
九
一
年
八
打
1
 
「
仟
伯
鉄
道
の
布
設
舗

願
」
)
。
同
(
一
八
九
一
年
八
旦
工
日
「
作
伯
鉄
道
」
)
。

(
認
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
六
月
一
八
日
「
官
談
道
布
設
を
請
願
せ
ん
」
)
。
ま
た
、
-
 
0
月

一
五
日
の
畢
(
「
伯
州
釜
の
成
行
(
再
記
)
」
)
で
も
「
△
屋
(
第
二
婁
=
ー
ー
引
用
者
注
)

純
発
る
国
姦
道
と
し
て
需
」
す
る
予
定
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
邑
松
下
孝
昭
『
箔
建
設
と
地
方
政
治
(
近
代
日
本
の
社
会
と
交
通
一
 
0
)
』
(
日
本
経
済
需
社
、

二
0
0
五
年
)
六
S
二
九
頁
。

翁
)
岡
本
俗
(
一
八
四
九
S
一
九
三
己
。
那
賀
郡
静
村
現
浜
田
也
の
出
旦
後
野
村
戸
長
を

務
め
た
の
ち
一
八
八
七
年
に
冬
誓
と
な
り
、
一
八
九
0
年
に
は
冬
副
議
長
に
就
任
し
た
。

一
ハ
ハ
ニ
年
に
石
見
立
憲
改
進
党
を
結
成
し
た
り
、
浜
田
銀
行
の
初
代
頭
取
と
な
る
な
ど
地
方
政

財
界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
(
前
掲
『
島
根
県
歴
史
人
物
事
典
』
)
。

(
鶚
)
『
山
陰
翻
』
(
一
八
九
一
年
五
月
八
日
「
浜
田
広
島
間
馬
車
鉄
道
を
敷
設
せ
ん
と
す
」
)
。

兪
)
同
前
の
記
事
に
記
載
。

露
)
前
響
川
『
日
本
史
小
百
科
,
近
代
,
<
鉄
道
>
』
三
七
S
三
0
真

翁
)
前
掲
『
島
根
県
大
百
科
事
典
上
巻
』
五
三
八
頁
(
牒
忠
・
畑
勉
担
当
「
芸
石
街
道
」
)

0

而
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
五
月
八
日
「
浜
田
広
島
問
馬
車
鉄
道
を
敷
設
せ
ん
と
す
」
)
。

(
釦
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
二
年
三
月
二
七
日
「
浜
広
馬
車
鉄
道
に
就
て
」
)
。
同
(
一
八
九
二
年
三
月

二
九
日
「
広
欝
史
本
社
登
に
就
て
」
)
。
同
(
一
八
九
二
年
五
月
一
五
日
「
芸
石
馬
車
株
式
会
社
」
)
。

(
個
)
『
山
陛
薪
閉
』
(
一
八
九
一
年
九
月
三
二
日
「
広
浜
馬
吏
=
社
に
就
て
(
芸
備
日
々
)
」
)
。
同
(
一
八
九
二

年
五
月
一
五
日
「
芸
石
馬
車
株
式
会
社
」
)
。

(
錫
)
日
清
陛
期
の
浜
田
S
広
島
間
の
鉄
道
敷
霊
動
に
関
し
て
は
、
【
言
に
あ
る
よ
う
に
『
新
修
島

根
畠
(
通
史
編
二
)
』
・
『
島
根
県
大
百
科
事
典
上
巻
』
に
ょ
っ
て
私
談
鄭
画
倉
殺
道

芸
張
道
)
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
私
設
鉄
道
計
画
の
挫
折
後

そ
れ
に
代
わ
っ
て
盛
り
上
が
る
官
設
方
式
で
の
箔
敷
釜
動
を
松
下
孝
昭
氏
が
代
議
士
・
恒

松
隆
慶
の
活
動
を
軸
に
地
方
政
治
史
の
視
奈
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
松
下
孝
昭
「
地
方
鉄
道

ノ＼

九
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の
形
成
過
程
1
広
島
県
の
場
合
ι
〔
山
本
四
篇
『
近
代
日
本
の
政
党
上
後
』
、
東
京
創
元
社

一
九
九
一
年
〕
、
前
掲
松
下
『
鉄
道
建
設
と
地
方
政
治
』
一
四
九
S
一
五
一
頁
)
。

(
熨
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
八
月
七
日
「
広
欝
市
谷
社
」
)
。
同
(
一
八
九
一
年
八
月
一
四
日
「
広

浜
馬
史
=
社
馬
車
の
試
運
転
」
)
。

(
備
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
九
二
年
三
月
五
日
「
覆
間
の
県
詳
」
)
。

(
飴
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
二
年
三
月
二
九
日
「
広
欝
史
=
社
登
経
て
」
)
。

(
包
『
山
野
聞
』
(
一
八
九
二
年
五
月
三
日
「
芸
石
馬
車
焚
会
社
(
設
立
閉
置
か
る
)
」
)
。

露
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
九
二
年
五
月
一
五
日
「
芸
石
馬
車
株
式
会
社
」
)
。
同
(
一
八
九
二
午
五
門
厶
0
日
、

芸
石
馬
車
株
式
会
社
広
告
)
。
創
業
零
の
開
催
日
に
つ
い
て
は
二
つ
の
記
半
異
同
が
あ
る
。

(
釣
)
広
告
に
ょ
る
と
、
芸
石
馬
車
株
式
会
社
の
取
締
役
は
栗
裕
武
・
岡
本
俊
信
・
欝
永
助
・
横
山

直
内
・
保
田
八
十
吉
監
査
役
は
岡
野
七
右
衛
門
・
桐
原
恒
三
郎
・
山
崎
定
静
、
支
配
人
は
田
村
登
・

中
野
熨
刈
で
あ
る
。
ま
た
、
広
島
本
社
は
五
月
一
五
日
、
浜
田
支
社
は
二
0
日
よ
り
開
設
と
あ
る
。

(
和
)
『
山
男
閉
』
(
一
八
九
二
年
三
月
二
九
日
「
芸
石
馬
史
=
社
の
存
廃
」
)
。

介
)
『
山
野
聞
』
(
一
八
九
二
年
ご
一
月
一
日
「
芸
石
馬
車
会
社
の
解
散
」
)
。

(
花
)
『
山
野
聞
』
(
一
八
九
三
年
一
月
一
四
日
「
芸
石
馬
車
会
社
石
製
田
支
社
の
株
主
臨
時
墾
」
)
。

同
(
一
八
九
三
年
三
月
τ
百
「
芸
石
馬
車
株
式
会
社
支
社
の
株
主
臨
時
会
(
浜
田
)
」
)
。
後
者
の

記
事
に
ょ
る
と
、
浜
田
支
社
は
「
浜
田
郷
津
問
」
の
営
業
を
目
論
ん
で
い
る
。

(
袷
)
老
川
慶
喜
『
近
代
日
本
の
鉄
道
構
想
(
近
代
日
本
の
社
会
と
交
通
三
)
』
(
日
本
僻
評
論
社
、

二
0
0
八
年
)
一
兎
孟
早
・
第
五
章
。

元
)
前
掲
『
日
本
鉄
道
史
』
上
編
九
一
玉
S
九
四
六
頁
。

(
乃
)
政
府
の
私
鉄
買
収
計
画
に
つ
い
て
は
九
月
頃
よ
り
、
同
月
三
百
付
「
釜
問
題
相
定
ま
る
」
・
同

二
0
日
付
「
鉄
道
買
上
の
議
決
t
」
等
の
記
事
に
ょ
っ
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
祐
)
{
夫
業
協
会
と
は
帝
国
実
業
協
会
の
と
と
で
あ
る
。
同
会
は
、
か
つ
て
第
一
英
=
で
の
佐
藤
里
治
提

出
の
動
議
に
共
鳴
し
て
い
た
、
政
府
の
積
極
的
な
鉄
道
事
業
に
関
心
を
も
つ
代
議
士
ら
が
第
二
議

会
に
向
け
て
誘
を
強
化
す
る
た
め
に
結
成
し
て
い
た
議
員
集
団
で
あ
る
(
前
掲
松
下
『
近
代
日

本
の
鉄
道
底
東
』
四
三
真
前
掲
松
下
『
鉄
道
建
設
と
地
方
政
治
』
三
七
・
三
八
頁
)
。

(
弓
参
秦
部
調
査
「
鉄
道
の
笛
玉
に
関
す
る
舞
」
(
一
八
九
一
年
)
。
同
書
は
小
谷
松
次
郎
(
編
発
行
)

『
鉄
悪
見
全
集
』
(
東
墨
、
一
八
九
二
缶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
鉄
道
意
見
全
隹
盃

は
野
田
正
穂
・
原
田
勝
正
・
青
木
栄
丁
老
川
慶
漸
『
明
諭
鉄
道
史
資
料
』
第
Ⅱ
期
第
二
集
・

第
一
九
巻
鉄
誓
見
全
集
(
日
轟
需
輕
、
一
九
八
八
年
)
に
停
剣
さ
れ
て
い
る
。

(
袷
)
松
下
詣
「
釜
経
路
選
定
問
題
と
陸
軍
」
令
日
本
史
研
究
』
第
四
三
一
号
、
一
九
九
九
年
)

三
<
・
二
七
真
前
掲
松
下
『
近
代
日
本
の
鉄
道
黎
宋
』
三
三
真

(
円
)
前
掲
松
下
「
箔
儒
県
問
題
と
陸
軍
」
一
天
・
二
七
頁
。

(
朋
)
同
前
二
五
・
二
六
頁
。

(
釘
)
こ
う
し
た
、
連
の
文
献
の
内
容
や
そ
の
比
瞥
関
し
て
は
前
掲
松
下
「
鉄
道
経
路
選
定
問
題
と
陸

軍
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
認
)
「
陸
一
岩
の
箔
鼎
(
日
本
)
」
は
「
鉄
道
の
軍
事
に
関
す
る
定
義
」
の
要
竿
あ
っ
た
が
、
「
縦

貫
鉄
道
」
と
「
支
線
」
の
項
目
は
要
智
れ
て
お
ら
ず
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
同
書
器
の
「
幹

線
鉄
道
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

烹
よ
り
弘
前
を
過
き
大
館
に
出
て
花
輪
新
町
浄
法
寺
を
経
て
一
ノ
戸
に
至
り
或
ハ
大

館
よ
り
毛
馬
内
大
湯
、
田
子
、
三
戸
を
経
て
一
ノ
戸
に
出
る
も
可
な
り

一
ノ
戸
よ
り
盛
岡
、
磐
井
南
小
牛
田
松
山
、
 
N
、
七
北
田
仙
台
茂
庭
川
崎
圓
田

{
員
白
石
、
糎
四
、
字
都
呂
を
経
て
小
山
に
至
る

小
山
よ
り
大
宮
を
経
て
東
尿
に
至
り
並
に
大
宮
よ
り
高
崎
に
至
る
其
他
小
山
よ
り
足
利
、
熊
谷

前
伊
七
経
て
高
暫
至
る
鴛
に
も
縦
貫
鉄
道
の
性
質
を
与
ふ
る
を
要
す
是
れ
仙
台
よ
り
東
京

を
経
す
し
て
直
接
に
名
古
屋
と
車
紹
し
以
て
大
に
其
運
搬
農
を
増
加
せ
ん
か
為
め
な
り

高
崎
よ
り
上
田
松
本
を
過
き
洗
馬
に
出
て
福
島
、
中
津
川
を
経
て
名
古
屋
に
至
り
或
ハ
洗

馬
よ
り
諏
訪
、
飯
田
、
足
助
嘉
て
名
古
屋
に
至
る
も
可
な
り
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名
古
屋
よ
り
岐
阜
、
米
原
、
大
津
、
京
都
大
坂
神
戸
、
明
石
を
経
て
姫
路
に
至
る

大
坂
姫
路
間
の
海
岸
鉄
道
万
一
不
通
と
な
り
た
る
時
交
通
の
確
実
を
期
t
る
為
め
京
都
園

部
、
笹
山
高
岡
姫
路
間
に
黒
を
布
設
す
る
を
可
と
す

姫
路
よ
り
岡
山
、
尾
の
道
広
島
廿
日
市
津
岡
六
日
市
柿
木
、
津
和
野
山
口
、
上
郷
、

岩
永
、
種
、
吉
田
田
部
内
日
下
小
野
を
経
て
下
の
関
に
至
る

(
器
)
両
法
案
の
条
文
は
前
掲
『
日
本
鉄
道
史
』
上
編
(
九
四
九
S
九
五
一
頁
)
を
姦
の
こ
と
。
両
法

案
に
つ
い
て
は
井
上
の
「
釜
政
略
二
関
ス
ル
議
」
の
趣
旨
を
政
P
邵
内
で
の
壽
を
経
る

な
か
で
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
松
下
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
前
掲
松
下
『
近
代
日
本

の
鉄
道
祭
』
)
。

余
)
前
掲
松
下
『
鉄
道
建
設
と
地
方
政
治
』
二
七
・
ニ
ハ
頁
。

(
舗
)
「
鉄
道
政
略
二
関
ス
ル
議
」
に
て
三
一
原
馬
関
線
」
は
「
本
線
ハ
延
長
凡
百
五
十
九
哩
ニ
シ
テ
山

陽
鉄
道
会
社
力
布
設
ノ
権
利
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
同
社
ハ
三
原
以
西
ノ
玉
ヲ
中
止
セ
ル
ヲ

以
テ
後
条
二
論
ス
ル
私
談
道
買
収
策
ヲ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
ハ
直
チ
ニ
布
設
ノ
県
ヲ
要
ス
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
『
日
本
鉄
道
史
』
上
編
、
九
二
0
・
九
三
頁
)
。

(
舗
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
九
月
二
二
日
「
政
府
鉄
道
の
方
針
を
発
表
せ
ん
と
す
」
)
。
こ
う
し
た

動
き
に
つ
い
て
は
前
掲
松
下
『
近
代
日
本
の
鉄
道
略
』
三
三
真
原
田
勝
正
「
鉄
道
敷
陰
制

定
の
前
提
」
(
『
日
本
歴
史
』
第
二
0
八
号
一
九
六
五
年
)
三
九
S
四
一
頁
を
姦
の
こ
と
。

(
釘
)
『
山
陰
新
聞
』
は
一
八
九
一
年
一
 
0
月
五
日
(
月
曜
日
)
が
休
刊
で
あ
り
、
こ
の
号
が
次
号
と
な
る
。

(
器
)
前
掲
松
下
「
鉄
道
経
路
選
定
問
題
と
陸
軍
」
。
前
掲
松
下
『
鉄
道
建
設
と
地
方
政
治
』
第
五
章
。

(
諦
茎
月
木
栄
一
『
鉄
道
忌
避
伝
説
の
謎
汽
車
が
来
た
町
来
な
か
っ
た
町
』
(
吉
川
弘
文
館
、

二
0
0
六
年
)
ご
三
真

(
卯
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
一
 
0
月
一
四
日
「
山
陰
鉄
道
論
の
社
生
口
」
)
。
こ
の
時
点
で
は
一
九
日

に
発
表
と
し
て
い
る
が
、
翌
日
付
「
山
陰
鉄
道
論
の
社
告
」
に
て
、
-
0
Π
に
訂
正
さ
れ
る
。
ま
た
、

同
論
発
表
当
日
は
さ
ら
に
急
邊
三
0
0
部
を
増
刷
し
た
上
さ
れ
る
令
山
陰
新
聞
』
丁
八
九
一
年

-
 
0
児
二
0
日
「
山
陰
鉄
道
論
」
)
。

(
町
)
前
掲
老
川
『
近
代
日
本
の
鉄
道
懲
』
第
三
章
第
二
節
。

(
兜
)
「
山
陰
鉄
需
」
で
は
帝
国
焚
本
前
で
政
府
、
自
由
・
改
進
各
党
と
も
「
鉄
道
国
日
疋
」
が
工
疋

し
な
い
今
(
「
未
決
の
問
」
)
こ
そ
目
的
を
達
成
さ
せ
る
好
機
だ
と
し
て
い
る
。
同
雫
は
今
後
の

器
(
「
山
陰
鉄
道
」
の
緊
要
性
の
周
知
)
の
方
策
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
政

響
部
署
軍
部
、
貴
衆
両
院
へ
臨
書
を
「
山
陰
轟
合
し
て
」
提
出
↓
②
山
陰
道
出
身
の
貴

衆
両
需
員
・
高
等
官
・
有
志
者
島
根
・
鳥
取
両
県
知
事
ら
に
ょ
る
「
一
大
山
陰
道
会
」
を
東

京
に
設
立
(
来
月
上
旬
)
↓
③
「
山
陰
鉄
道
期
成
同
盟
会
」
を
竪
し
絶
え
ず
運
動
を
行
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

露
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
一
 
0
月
二
0
日
「
当
畏
道
曹
消
息
」
)
。

(
餌
)
係
喜
八
郎
。
松
江
市
(
白
潟
本
町
)
の
大
地
主
。
こ
の
と
き
稔
吏
=
議
員
で
あ
り
と
の
の

ち
二
代
目
零
議
長
に
就
任
す
る
(
一
八
九
二
年
三
月
S
一
八
九
七
年
)
。
ま
た
、
松
江
商
業
会
議

所
の
特
別
会
員
に
名
を
連
ね
る
な
ど
、
松
江
を
代
表
t
る
有
力
者
で
あ
る
。
一
方
で
佐
藤
家
は

一
九
一
九
年
に
九
三
町
歩
の
士
地
を
所
有
す
る
な
ど
、
旧
丙
有
数
の
大
地
主
で
も
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
佐
藤
は
鉄
道
敷
羅
動
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
議
会
に
て
農
轟
験
場
陰
の
語
を
行
う

な
ど
地
域
振
興
に
対
し
て
関
心
の
高
い
人
物
で
あ
る
(
こ
の
請
願
に
関
し
て
は
前
掲
阿
部
ヨ
裏
日

本
」
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
』
二
五
五
・
二
五
六
頁
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
)
。

《
参
考
文
献
》

渋
谷
隆
牙
陶
『
都
道
府
県
別
資
産
家
地
器
覧
島
根
県
編
二
』
(
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
八
年
)
所
収
、
「
日
本
全
国
商
工
人
名
録
第
二
版
」
(
一
八
九
八
年
)
。
同
上
所
収
、
島

根
県
農
会
調
査
「
島
根
県
の
大
地
主
」
(
一
九
一
九
年
)
。

(
鮖
)
高
橋
久
次
郎
に
関
し
て
は
注
妬
を
参
照
。

(
鮖
)
『
山
陰
新
開
』
(
一
八
九
一
年
三
月
七
日
「
高
橋
代
雫
の
送
別
会
」
)
。

(
町
)
福
岡
世
徳
(
一
八
四
九
S
一
九
二
七
)
。
初
袋
江
市
長
。
福
岡
は
松
江
藩
士
吉
田
蔵
六
の
次
男
と
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し
て
生
ま
れ
藩
士
福
岡
至
仙
の
長
女
松
と
結
婚
。
同
家
を
継
い
だ
。
松
縛
士
と
し
て
は
砲
術

士
御
番
方
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
一
八
七
0
年
一
0
月
に
松
江
藩
権
大
属
、
一
八
七
二
午
八

月
に
は
島
根
鞭
大
属
に
任
じ
ら
れ
上
京
し
た
。
帰
郷
後
は
教
育
界
に
転
じ
て
松
江
雑
賀
南
小
学

校
教
員
な
ど
を
務
め
た
。
一
八
八
三
年
に
は
司
法
省
の
試
験
を
受
け
て
代
言
人
の
免
許
を
取
得
し

市
長
就
任
ま
で
そ
の
職
を
幾
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
福
岡
は
地
域
の
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て

指
導
的
役
割
を
果
し
た
。
出
雲
国
有
志
人
民
総
代
に
ょ
る
国
会
開
設
請
願
の
松
江
で
の
会
合
で
は

議
長
と
し
て
議
事
を
運
営
し
、
請
願
書
を
決
定
し
上
京
委
員
を
淫
し
た
。
一

年
一
一
月

に
は
同
志
ら
と
山
陰
自
由
党
を
結
成
し
、
福
岡
は
党
幹
事
と
な
っ
た
。
ま
た
、
翌
年
五
月
創
刊
の

『
山
陰
新
聞
』
に
参
画
し
、
印
刷
長
と
し
て
自
由
党
系
の
論
陣
を
張
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
八
九

年
四
月
に
松
江
に
市
制
が
施
行
さ
れ
る
や
市
長
長
ば
れ
以
後
一
九
三
年
七
月
ま
で
四
期

ニ
ニ
年
間
務
め
た
。
な
お
福
岡
は
政
治
的
に
は
自
由
党
↓
政
友
会
に
属
し
た
。
市
長
退
任
後
の

一
九
三
一
年
五
月
の
第
三
黒
選
挙
で
は
市
部
か
ら
政
友
会
の
候
補
と
し
て
立
候
補
し
当
選
し

た
(
前
掲
『
島
根
県
歴
史
人
物
事
典
』
、
前
掲
『
明
治
百
鴛
根
の
百
傑
』
)
。

(
兜
)
=
島
佐
次
右
衛
門
(
七
代
旦
(
一
八
五
二
S
一
九
一
 
0
)
。
松
江
の
山
口
家
に
生
ま
れ
豊
三
郎
と

言
い
、
藩
政
時
代
蝋
座
を
営
ん
だ
三
島
家
の
養
子
に
入
る
(
一
八
八
七
午
七
代
目
佐
次
為
門

と
な
る
)
。
一
八
八
九
年
、
松
本
歓
次
郎
ら
と
と
も
に
松
顎
行
を
創
設
し
、
一
八
九
八
年
に
は
松

ル
商
業
会
議
所
二
代
目
会
頭
と
な
る
な
ど
地
方
経
済
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
山
陰

貯
蓄
銀
行
や
島
根
県
農
工
銀
行
の
各
頭
取
と
な
っ
た
り
、
馬
潟
港
浚
諜
や
松
江
駅
開
荏
尽
力
し

た
(
前
掲
『
島
根
県
歴
史
人
物
事
典
』
)
。
ま
た
、
三
島
家
は
一
九
二
四
年
時
1
五
九
・
八
町
歩
の

耕
地
を
所
有
す
る
な
ど
、
旨
姦
の
地
主
で
も
あ
る
(
農
商
務
希
『
五
十
町
歩
以
上
ノ
大
地
主
一

一
九
二
四
年
)
。

爾
)
県
金
太
郎
(
一
八
六
O
S
.
一
九
王
<
)
。
島
根
一
中
東
京
専
問
学
校
に
て
学
ぶ
。
太
靈
秀
佼
山

陰
誘
社
に
入
社
。
同
社
で
は
玉
、
一
九
0
一
年
頃
か
ら
社
長
経
任
す
る
。
新
聞
記
者
の
一

方
で
、
松
江
吏
誕
貝
汎
公
互
轉
貝
(
一
八
八
七
年
、
大
原
郡
)
と
な
り
、
衆
議
院
選
挙
に
も
出

馬
し
た
。
衆
議
院
選
挙
で
は
第
一
回
か
ら
四
回
連
続
次
点
で
落
選
、
一
九
0
四
午
の
第
九
回
総
選

挙
に
て
巡
し
た
(
前
掲
『
島
根
髭
史
人
物
事
典
』
)
。

(
血
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
三
月
二
七
日
禾
市
の
山
陰
鉄
道
協
焚
=
」
)
。

(
呪
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
一
年
三
月
二
八
日
一
山
陰
鉄
首
誘
議
会
」
)
。

(
鵬
)
森
田
幹
(
一
八
四
五
S
一
九
一
七
)
。
岡
村
平
一
の
長
男
と
し
て
邑
美
郡
今
町
に
生
ま
れ
同
郡

上
町
の
鳥
取
藩
士
森
尻
蔵
の
養
子
と
な
り
家
督
を
親
し
た
。
維
新
の
際
上
京
し
正
親
町
三
条

殿
の
守
衛
、
さ
ら
に
海
軍
に
移
り
、
徳
島
県
警
部
を
奉
職
し
た
。
征
韓
論
が
起
こ
る
と
政
府
に
不

満
を
抱
嘉
郷
し
て
邑
美
弐
塾
・
共
立
社
に
参
加
し
た
。
鳥
取
中
学
校
校
長
(
一
八
七
四
年
)
、
島

根
・
叢
両
県
併
合
時
代
の
島
根
県
霧
課
長
と
な
り
、
鳥
取
県
再
置
荏
は
汗
入
会
見
、
岩

美
の
各
郡
長
を
歴
任
し
た
。
島
根
・
鳥
取
両
号
合
時
代
に
は
境
県
令
の
側
近
と
し
て
因
伯
二
州

の
<
厳
誓
努
め
た
。
ま
た
二
八
九
0
午
の
第
一
黒
選
学
呉
=
議
員
の
門
脇
重
雄
を
推
し
、

部
下
の
郡
吏
員
を
奔
走
さ
せ
て
問
題
を
起
し
た
。
同
年
に
依
願
免
官
(
新
日
本
海
新
聞
社
鳥
取
県

大
百
科
事
典
編
集
員
会
編
『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』
〔
新
日
本
海
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
〕
)
。

(
削
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
九
一
年
二
河
一
日
「
私
設
山
艇
道
論
」
)
。

(
妨
)
『
山
陰
新
閉
』
(
一
八
九
一
年
三
好
二
九
日
「
山
陰
鉄
碇
設
を
隣
せ
ん
と
す
」
)
。
同
(
一
八
九
一

年
一
一
旦
日
「
私
設
山
陰
鉄
道
論
」
)
。

(
鵬
)
本
文
で
は
省
略
し
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
県
会
議
員
の
動
き
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
(
『
山
陰
新
聞
』

一
八
九
一
年
三
月
一
八
日
「
山
陰
諮
問
題
の
汝
」
)
。
こ
の
呈
胴
願
」
の
行
方
は
不
明
で
あ
る
。

旧
谷
議
晶
氏
中
に
ハ
五
六
の
人
々
幸
ひ
に
当
市
(
栓
引
用
者
注
)
に
ハ
寄
々
有
志
者

中
に
釜
問
題
も
起
り
居
る
こ
と
な
れ
ぱ
各
郡
々
の
同
志
会
ハ
後
日
長
り
取
敢
ず
当
市
の

有
志
と
蓉
し
て
詰
願
せ
ぱ
や
と
の
意
見
を
有
す
る
も
の
あ
り
し
由
な
れ
ど
も
ご
一
の
人
物

(
蛤
)
高
城
権
八
(
生
年
不
詳
S
一
八
九
八
)
。
も
と
松
江
藩
士
で
、
維
新
後
は
株
枩
W
と
と
も
に

松
江
城
の
存
置
に
尽
力
し
た
と
さ
れ
る
。
一
八
八
九
午
松
江
吏
=
議
員
選
挙
に
当
選
(
二
祭
員
)
、

一
八
九
二
年
に
議
長
代
理
と
な
る
(
前
掲
『
島
根
県
歴
史
人
物
事
典
』
ほ
か
)
。

八
八
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が
故
障
を
入
れ
冬
議
員
ハ
議
員
だ
け
に
て
語
す
る
こ
と
に
略
疋
せ
し
と

ま
た
、
三
月
二
八
日
に
鳥
取
県
米
子
町
で
開
催
さ
れ
た
島
根
鳥
取
両
県
懇
親
会
の
席
上
に
お
い

て
、
岡
本
金
太
郎
が
「
山
陰
鉄
道
布
設
の
今
日
に
緊
急
切
迫
せ
る
こ
と
」
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が

確
雫
き
る
令
山
陰
新
聞
』
一
八
九
一
年
三
月
一
日
「
両
県
器
会
の
詳
報
」
)
。

(
断
)
『
山
霧
閉
』
(
一
八
九
一
年
三
月
三
日
「
津
和
野
の
軍
事
箔
に
付
き
」
)
。

(
鵬
)
前
掲
『
日
本
鉄
道
史
』
上
編
九
四
九
S
九
五
一
頁
。
「
鉄
道
公
債
法
安
太
」
第
一
条
記
曾
官
談

道
予
定
線
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
「
神
奈
川
県
八
王
子
ヨ
リ
山
置
甲
府
三
主
ル
釜
」
、
②
「
広

島
県
三
原
ヨ
リ
山
口
県
下
ノ
関
二
至
ル
鉄
道
」
、
③
「
佐
賀
県
佐
賀
ヨ
リ
長
崎
唄
復
穫
二
至
ル
鉄

道
」
、
④
「
日
本
鉄
道
会
社
鉄
道
白
河
仙
台
間
線
路
ヨ
リ
山
形
県
山
形
秋
田
県
秋
田
ヲ
経
テ
青
索

青
森
二
至
ル
鉄
道
」
、
⑤
「
官
設
鉄
道
警
鴛
ヨ
リ
福
井
県
福
井
石
川
県
金
沢
ヲ
経
テ
富
山
県
冨

山
二
至
ル
鉄
道
」
、
⑥
「
新
潟
各
江
津
ヨ
リ
新
発
田
二
至
ル
鉄
道
及
森
ヨ
リ
分
岐
シ
テ
鷲
若

ク
ハ
其
近
傍
二
至
ル
鉄
道
」
、
(
⑦
「
既
成
官
私
設
鉄
道
二
要
ス
ル
軍
用
停
車
場
及
其
挫
塑
X
線
」
)
。

(
轡
前
掲
『
日
本
鉄
道
史
』
上
編
九
五
一
・
九
五
二
亘
和
田
洋
「
初
翻
会
と
鉄
道
問
題
」
(
『
史
学

祭
』
第
八
四
儒
一
0
号
一
九
七
五
年
)
。
前
掲
松
下
『
近
代
日
本
の
鉄
道
務
』
第
.
意

余
)
国
立
公
文
皇
晶
所
蔵
え
厶
文
繋
明
治
二
四
年
巻
三
十
九
』
所
収
。

金
)
「
鉄
道
拡
張
法
案
」
第
二
条
器
の
山
陰
関
係
路
線
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

山
陰
線

工
目
談
道
京
隷
路
ヨ
リ
同
府
為
及
宮
津
ヲ
経
テ
鳥
取
県
鳥
取
二
至
ル
鉄
道

一
山
陽
鉄
道
会
社
鉄
道
姫
鞭
路
若
ク
ハ
其
近
傍
ヨ
リ
鳥
取
県
鳥
取
島
根
県
松
江
及
浜
田
ヲ
経

テ
山
口
県
山
口
若
ク
ハ
其
近
傍
二
至
ル
鉄
道

ニ
÷
〕

一
山
陽
鉄
漠
=
社
鉄
道
岡
山
線
路
若
ク
ハ
其
近
傍
ヨ
リ
鳥
取
県
米
子
及
島
根
県
境
二
至
ル
箔

一
広
島
県
広
島
ヨ
リ
島
根
県
浜
田
二
至
ル
鉄
道

(
地
)
佐
々
田
は
第
二
議
会
で
私
談
道
買
収
法
案
排
査
噛
別
委
貝
長
ば
れ
て
い
る
(
大
日
本
・
高
議

△
五
"
行
△
五
陶
『
大
日
本
帝
国
議
厶
互
四
第
、
巻
?
九
二
六
年
〕
一
四
四
二
頁
)
。

(
山
)
岡
崎
運
兵
衛
(
一
八
五
O
S
一
九
一
九
)
。
明
珂
の
県
政
財
界
の
り
ー
ダ
ー
的
存
在
。
岡
崎
は
神

門
郡
稗
原
村
の
地
主
高
橋
佐
十
郎
の
二
男
に
生
ま
れ
一
0
歳
に
し
て
松
江
竪
町
の
岡
崎
家
の
養

子
に
入
り
、
霽
を
洪
だ
金
代
目
運
兵
衛
器
)
。
岡
崎
は
地
方
政
界
に
て
は
、
一
八
八
三
年

に
は
冬
議
員
(
翌
年
副
議
長
一
八
九
0
年
に
は
議
長
と
な
る
)
、
一
八
八
九
年
に
松
江
に
市
制

硲
行
さ
れ
る
と
初
代
吏
=
議
長
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
岡
崎
は
衆
議
需
員
と
し
て
第
一
黒

選
き
立
候
補
し
巡
し
た
。
以
来
第
二
回
、
第
七
回
、
第
八
回
(
繰
上
げ
)
、
第
一
 
0
回
第

三
回
、
第
一
三
回
と
計
七
回
の
当
選
を
果
た
し
た
。
岡
崎
は
当
初
自
由
党
系
で
、
県
議
時
代
に

は
佐
々
田
懋
・
佐
々
木
善
右
衛
門
な
ど
の
改
進
党
系
長
近
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
衆

議
院
議
員
と
な
っ
て
か
ら
の
所
属
党
派
は
、
大
成
会
↓
独
立
条
部
、
帝
国
党
↓
大
同
条
部
↓

立
憲
同
志
会
↓
憲
政
会
と
、
岡
崎
は
県
政
界
に
お
け
る
非
政
友
系
の
重
鎮
で
あ
っ
た
(
前
掲
『
明

治
百
鴛
根
の
百
傑
』
、
前
掲
内
藤
「
島
根
県
関
係
衆
議
院
議
員
選
挙
候
地
佃
別
得
票
区
邑
。
そ

の
器
は
一
八
七
九
年
の
『
松
江
新
聞
』
以
来
新
閉
事
業
に
深
く
関
わ
る
が
、
一
九
0
一
年
に
は

非
政
友
系
の
『
松
陽
新
報
』
を
創
刊
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
崎
は
こ
う
し
た
政
治
活
動
の
一
方
、

産
業
資
本
家
と
し
て
交
通
・
産
業
な
ど
の
地
域
振
興
に
も
尽
力
し
て
い
る
。
な
お
、
岡
崎
家
は

一
九
二
四
年
時
点
(
岡
崎
国
邑
で
五
七
・
六
町
歩
の
松
を
所
有
す
る
旨
有
数
の
大
地
主
で
も

あ
る
(
前
掲
農
商
務
省
編
竪
十
町
歩
以
上
ノ
大
地
主
』
)
。

余
)
「
釜
拡
張
法
案
」
は
帝
国
実
業
協
会
に
属
す
る
議
員
に
ょ
っ
て
提
出
さ
れ
た
が
(
前
掲
松
下
『
近

代
日
本
の
鉄
首
詔
』
四
三
真
前
稔
下
『
讐
趣
設
と
地
方
政
治
』
三
七
・
三
八
亘
『
山
陰
新
聞
』

(
一
八
九
一
年
三
河
一
七
日
更
業
焚
お
代
墜
」
)
は
島
根
県
選
出
代
議
士
の
な
か
で
は
佐
々

田
と
菅
了
法
(
邑
智
郡
独
立
条
部
)
の
二
名
が
泰
協
厶
苔
貝
で
あ
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。

余
)
前
掲
「
鉄
道
拡
張
法
案
」
に
付
属

(
山
)
『
山
陰
新
聞
』
(
一
八
九
二
年
五
月
二
四
日
「
山
陰
鉄
道
布
設
の
請
願
」
)
。

(
川
)
『
山
賦
断
開
』
つ
八
九
二
郁
六
打
、
Π
「
山
陰
箔
布
設
語
の
件
に
付
き
」
)
。

余
)
鉄
道
博
物
館
所
蔵
。
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(
山
)
前
掲
内
藤
『
島
根
県
の
百
年
』
九
五
S
九
七
頁
。

(
即
)
島
根
県
所
蔵
古
文
聿
具
溥
冊
三
モ
0
 
(
八
'
八
)
『
籠
手
田
知
事

(
Ⅸ
)
『
山
野
聞
』
(
一
八
九
一
年
六
月
一
七
日
・
一
西
日
・
七
月
二
日

【
表
】
に
関
係
す
る
参
考
文
献
一
既
旻
年
代
順
)

上
野
富
太
郎
・
野
奪
一
儒
『
松
江
嘉
』
(
弁
市
一
九
四
年
)
(
一
九
七
三
午
、
名
若
出
版

よ
り
存
剣
)

山
陰
日
日
新
聞
島
根
支
社
編
『
松
江
八
百
八
町
内
物
語
白
潟
の
巻
』
(
山
陰
日
日
新
聞
社
二
九
五
五
年
)

松
江
嘉
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
修
松
江
嘉
』
(
稔
市
一
九
六
二
年
)

内
肇
中
「
島
根
県
下
鉄
道
終
傑
轟
(
一
)
一
令
島
根
地
方
史
研
究
』
第
一
九
号
、
県
郷
士
研

究
会
一
九
六
四
年
)

『
新
修
蔦
根
号
』
通
史
編
二
近
代
(
島
根
県
、
一
九
六
七
年
)

高
尾
圭
口
狸
・
内
藤
正
中
執
筆
『
松
江
商
工
会
議
所
七
十
賃
』
(
松
江
商
工
会
議
所
、
九
六
七
年
)

N
H
K
松
江
放
送
編
『
島
根
の
百
年
』
(
報
光
社
、
一
九
六
八
年
)

松
村
英
男
編
『
島
根
百
年
』
(
毎
日
新
閉
社
、
一
九
六
八
包

内
藤
正
中
『
島
根
県
の
歴
史
(
量
シ
リ
ー
ズ
三
二
)
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
六
九
年
)

『
鳥
取
号
』
近
代
第
三
巻
・
僻
編
(
鳥
取
県
一
九
六
九
年
)

内
田
兼
四
郎
『
松
江
交
通
物
語
』
(
松
村
印
刷
株
式
会
社
、
一
九
七
七
年
)

速
水
保
孝
編
著
『
出
雲
の
歴
史
』
(
講
睦
、
一
九
七
七
年
)

内
藤
正
中
『
わ
が
町
の
歴
史
・
松
江
』
(
文
総
合
出
版
一
九
七
九
年
)

松
江
吏
零
編
集
・
発
行
『
松
江
市
当
參
史
』
(
沸
印
刷
、
一
九
八
一
年
)

島
根
県
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
・
山
陰
実
新
報
社
開
発
局
企
画
・
編
集
『
島
根
県
大
百
科
車
典
上

巻
』
(
山
陰
実
新
報
社
、
一
九
八
二
怨

語
条
事
薫
卵
波
書
』
。

「
松
江
の
商
業
」
)
。

内
藤
正
中
『
島
根
県
の
百
年
(
県
民
百
賃
三
二
)
』
命
川
出
版
社
、
一
九
八
二
年
)

山
陰
実
新
邦
仕
百
年
史
編
さ
ん
貫
会
編
『
新
閉
に
見
る
山
陰
の
世
相
百
年
』
(
山
陰
実
新
軽
、

一
九
八
三
年
)

飽
井
正
夫
編
『
崖
の
鉄
道
雛
史
』
(
美
保
士
建
(
株
)
文
化
部
、
一
九
八
五
包

栓
血
繊
美
員
会
邑
市
鼎
行
一
0
0
周
鴛
念
栓
嘉
』
(
松
江
市
一
九
八
九
年
)

栓
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
・
社
団
法
人
松
誓
矢
至
篭
桐
『
稔
余
談
』
(
松
江
今
井
書
店

一
九
八
九
年
)

山
艇
道
研
究
会
・
祖
胆
疋
一
『
島
根
県
・
松
江
市
一
畑
電
気
雛
株
式
会
社
総
合
資
料
集
神
々

の
里
を
走
亀
車
た
ち
』
(
み
ど
り
印
刷
、
一
九
九
四
年
)

内
肇
編
著
『
鼎
島
根
県
の
歴
史
(
鼎
日
本
の
歴
史
三
二
)
』
(
河
出
書
一
昇
社
二
九
九
七
年
)

山
崎
弘
『
山
陰
箔
紹
』
(
今
井
出
版
二
0
0
二
年
)

山
艇
道
研
究
会
・
祖
田
定
一
『
島
根
県
・
{
女
来
市
広
瀬
鉄
道
株
式
会
社
資
料
集
歴
史
の
里
に
消

え
張
道
』
(
米
子
プ
リ
ン
ト
社
、
二
0
0
七
年
)

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
の
二
0
0
九
倭
山
陰
研
究
プ
ロ

ジ
エ
ク
ト
「
初
代
松
江
市
長
・
福
岡
世
徳
文
書
の
鴛
・
翻
刻
・
研
究
と
デ
仞
代
松
江
市

長
・
福
岡
松
1
史
料
と
研
究
』
(
仮
題
)
の
刊
行
」
(
課
題
番
号
0
八
9
二
。
研
究
代
表

者
・
竹
永
三
男
)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
島
根
継
務
部

霧
課
の
谷
口
啓
子
氏
お
よ
び
鳥
取
県
立
公
文
書
館
の
清
水
太
郎
氏
に
は
史
料
等
に
関

し
て
懇
切
な
る
製
示
を
い
た
だ
き
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

(
ぬ
も
と
り
ゆ
う
)
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堀
尾
吉
晴
・
忠
氏
父
子
に
関
す
る
基
礎
的
老
察

は
じ
め
に

松
江
城
を
築
城
し
、
近
世
城
下
町
松
江
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
堀
尾
氏
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
研
究
の
画
期
が
見
ら
れ
た
。

最
初
の
画
期
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
太
閤
記
』
に
代
表
さ

(
1
)

れ
る
軍
記
物
と
し
て
の
堀
尾
吉
晴
伝
が
成
立
し
た
。
次
に
、
幕
府
が
、
『
寛
永
童
尓
系
図

伝
』
、
『
寛
政
重
修
董
永
譜
』
へ
の
麺
椴
貝
料
と
し
て
、
業
に
需
を
提
出
さ
せ
た
。
こ

(
2
)

れ
を
契
機
と
し
て
、
堀
尾
氏
家
譜
が
煽
1
れ
た
。
さ
ら
に
松
江
藩
松
平
氏
の
藩
士
が
、

(
3
)

出
雲
国
内
の
歴
史
・
認
と
し
て
記
し
た
郷
士
史
的
な
研
究
が
あ
る

0

二
番
目
の
画
期
は
、
明
治
維
新
後
近
代
歴
史
学
の
導
入
に
ょ
ー
ー
れ
、
大
正
S

(
1
)

昭
和
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
自
治
体
史
に
、
堀
尾
氏
や
松
江
城
に
関
わ
る
研
究
が
見
ら

れ
る
。三

番
月
の
画
期
は
、
一
弟
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
一
九
六
0
年
代
の
『
新
修
島
根
県
史
』

(
5
)

に
代
表
さ
れ
る
戦
後
の
自
治
体
史
の
狸
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
相
次
い
で
、
堀
尾
吉
晴

(
6
)

(
7
)

個
人
の
伝
記
と
松
江
城
関
係
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
だ
に

堀
尾
吉
晴
の
人
物
像
と
堀
尾
氏
に
つ
い
て
、
『
太
閤
記
』
の
旦
瓢
を
脱
し
え
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
、
江
戸
幕
府
狸
に
ょ
る
『
熊
餘
録
』
、
『
寛
政
重
修
諸
永
譜
』
な
ど

の
需
努
主
要
な
轟
と
し
て
用
い
る
な
ど
、
二
次
史
料
を
中
心
と
し
た
堀
尾
氏
の
研

§
)

究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
島
田
成
矩
氏
の
『
堀
尾
吉
晴
』
は
、

本
格
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
吉
晴
の
伝
記
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
江
戸
中
期
か
ら
幕
末
に
か
け

て
加
筆
を
加
え
ら
れ
た
写
本
を
定
本
と
し
、
い
ま
だ
史
料
価
値
の
定
ま
ら
な
い
『
武
功
夜

(
・
)

話
』
を
利
用
し
て
い
る
点
で
致
命
的
な
問
題
が
あ
る
。

近
年
の
研
究
動
向
は
、
「
初
代
松
江
藩
主
は
誰
か
」
と
す
る
、
問
題
関
心
か
ら
、
佐
々

(
W
)

木
倫
朗
氏
が
『
堀
尾
吉
晴
と
忠
氏
 
1
松
江
開
府
を
成
し
と
げ
た
葬
た
ち
1
』
を
発
表

さ
れ
た
。
松
江
城
と
城
下
町
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
松
尾
寿
氏
の
『
城
下
町
松
江
の
誕
生

f
)

と
町
の
し
く
み
 
1
近
世
大
名
堀
尾
氏
の
描
い
た
都
市
デ
ザ
イ
ン
ー
』
や
、
松
江
城
築
城

に
つ
い
て
も
、
山
根
正
明
氏
が
『
堀
尾
吉
晴
1
松
江
城
へ
の
道
 
1
浜
松
富
田
、
松
江
、

(
U
)

L
'
ハ

L

城
需
の
軌
跡
1
』
を
発
表
さ
れ
た
。

堀
尾
氏
研
究
が
遅
れ
た
理
由
は
、
次
の
三
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
改
易
に
ょ
り
大
名

(
3
)

堀
尾
家
に
伝
来
し
た
文
書
の
散
逸
と
、
松
江
に
残
っ
た
一
族
の
堀
尾
但
馬
家
も
、
火
災

(
U

で
史
業
散
逸
し
た
状
況
に
あ
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
堀
尾
氏
藩
政
時
代
の
藩
政
史

料
の
散
逸
で
あ
る
。
第
三
に
、
堀
尾
家
臣
団
は
、
全
国
に
離
散
し
、
各
家
の
相
伝
文
書

武
)

の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
家
臣
団
、
籍
形
態
に
つ
い
て

未
解
明
な
部
分
が
多
く
あ
る
。

こ
の
度
、
焦
で
き
た
最
古
の
吉
晴
発
給
文
書
で
あ
る
天
正
十
年
(
一
五
八
己
か
ら
、

福
井

介
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忠
晴
死
後
の
寛
永
十
一
年
(
一
六
三
四
ま
で
に
至
る
史
料
目
録
を
作
成
し
た
。
以
下
(
北

番
号
)
は
、
研
究
ノ
ー
ト
「
堀
尾
氏
関
係
史
料
目
録
」
の
史
料
番
号
に
対
応
す
る
。
こ
の
「
堀

尾
氏
関
係
史
料
目
録
」
に
も
と
づ
い
て
、
本
稿
で
は
、
吉
晴
・
忠
氏
の
基
礎
的
な
事
項
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
吉
晴
の
実
名
の
変
遷
吉
晴
花
押
の
変
遷
吉

晴
の
所
領
の
変
遷
忠
氏
の
知
行
宛
行
、
寺
P
頁
の
寄
進
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
し
で
、

松
江
藩
初
代
藩
王
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。

第
豆
早

第
一
節
吉
晴
実
名
の
変
遷
 
1
 
「
吉
晴
」
そ
れ
と
も
「
可
晴
」

堀
尾
吉
晴
の
実
名
に
つ
い
て
、
江
戸
幕
府
狸
の
需
傑
録
』
、
『
寛
政
重
修
諸
永
譜
』

の
表
記
は
、
「
吉
晴
」
な
ど
の
需
を
記
し
、
本
文
で
は
「
可
晴
」
で
統
一
し
て
い
る
。

島
田
成
矩
氏
の
『
堀
尾
吉
晴
』
は
、
吉
暗
の
他
に
「
吉
直
」
「
可
晴
」
な
ど
の
事
例
を
挙
げ
、

秀
吉
死
後
豊
臣
氏
の
こ
と
が
憧
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
「
可
晴
」
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
時
期
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

管
見
で
は
天
正
十
年
(
一
五
八
己
三
月
以
前
の
吉
晴
の
発
給
・
受
給
文
書
は
見

介
)

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
吉
晴
の
天
正
十
年
三
月
十
日
付
書
状
(
山
1
。
以
下

山
番
号
は
、
研
究
ノ
ー
ト
「
堀
尾
氏
関
係
史
料
目
録
」
の
史
料
番
号
に
対
応
す
る
)
で

は
、
「
士
旦
疋
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
ハ
ケ
月
ほ
ど
過
ぎ
た
天
正
十
年
十
一
月
の

(
玲
)

柏
原
八
幡
宮
宛
寄
進
状
(
山
3
・
 
4
)
か
ら
「
吉
直
」
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
秀
吉

の
備
中
攻
め
、
本
能
寺
の
亦
久
・
山
崎
の
戦
い
か
ら
丹
波
国
氷
上
郡
に
所
領
を
得
る
ま
で
の

間
に
「
士
艮
疋
」
か
ら
「
吉
直
」
へ
改
名
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
吉
晴
」
の
初
見
は
、
天
正

西
)

十
七
年
八
月
十
七
日
付
豊
臣
秀
次
下
知
状
(
地
四
で
あ
る
。
「
可
暗
」
の
使
用
は
、
慶
長

四
年
(
一
五
九
九
)
十
月
に
越
前
府
中
を
与
え
ら
れ
た
池
後
'
長
四
年
十
一
月
二
十
二

堀
尾
吉
晴
の
実
名
・
花
押
・
所
領

(
W
)

日
付
の
判
物
論
塑
か
ら
確
雫
き
た
。
こ
の
た
め
『
今
立
町
誌
』
で
は
越
前
府

中
移
封
後
「
吉
晴
」
か
ら
「
可
晴
」
へ
改
名
し
た
と
す
る
。
そ
の
後
も
慶
長
五
年
四
月

碕
、
)

露
)

付
寄
進
状
命
彰
で
「
可
晴
」
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
同
月
の
堀
尾
吉
晴
定
書

(
2
)

命
劇
)
で
は
、
「
吉
晴
」
を
使
用
す
る
。
同
年
の
八
月
八
日
付
の
田
中
吉
次
宛
の
書
状
(
面

撃
で
も
「
吉
晴
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
く
慶
長
六
年
以
降
の
発
給
文
書
で
は
、
「
可

暗
」
を
使
用
せ
ず
「
吉
晴
」
に
統
一
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
吉
晴
の
実
名
は
、
天
正
十
年
(
一
五
八
二
)
三
月
に
「
吉
定
」
、
同
年
十

月
に
「
吉
直
」
と
改
名
し
、
天
正
十
七
年
の
文
書
で
初
め
て
「
吉
晴
」
と
署
名
し
た
も
の

が
見
ら
れ
、
浜
松
時
代
の
文
禄
二
年
(
一
五
九
己
に
発
給
し
た
禁
制
で
も
「
吉
晴
」
を

用
い
た
。
『
繊
餘
録
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
可
晴
」
と
署
名
し
た
文
書
は
、
慶
長
四

年
(
一
五
九
九
)
か
ら
翌
五
年
の
前
半
に
集
中
す
る
。

し
か
し
、
慶
長
五
年
の
後
半
か
ら
再
び
、
「
吉
晴
」
を
用
い
始
め
、
晩
年
に
至
る
ま
で
「
吉

晴
」
を
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
晴
の
実
名
は
、
吉
定
↓
吉
直
↓
吉
晴
↓
可
晴
↓
可
晴

吉
堕
用
↓
吉
晴
と
改
名
し
た
事
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
、
「
吉
晴
」
に
つ
い
て
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
「
吉
晴
」
で
表
記
を
統
一
し
、

必
要
に
応
じ
て
、
各
時
期
に
用
い
ら
れ
て
い
た
実
名
で
記
t
こ
と
と
す
る
。

(
別
)

會
)

第
二
節
吉
晴
花
押
の
変
遷

吉
晴
の
発
給
文
書
の
う
ち
、
「
堀
尾
氏
関
係
史
料
目
録
」
か
ら
年
代
の
判
明
す
る
文
書

を
抜
き
出
し
、
こ
の
う
ち
、
写
真
等
で
花
押
の
形
式
が
分
か
っ
た
も
の
と
、
原
本
・
影
写

本
で
花
押
の
形
を
確
認
し
た
文
書
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
「
吉
晴
」
か
ら
「
可

(
肪
)

晴
」
へ
の
改
名
時
期
に
関
心
が
も
た
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
吉
晴
の
花
押
の
変
化
を
併

せ
た
欝
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
吉
晴
の
花
押
を
年
代
別
に
一
覧
と
し
た
「
表
1
」
を

挙
げ
、
こ
の
表
を
も
と
に
艀
す
る
。
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天
正
十
年
十
一
月
S
十
九
年
(
1
型
・
Ⅱ
刑
土
)

天
正
十
年
(
一
五
八
己
十
一
月
の
丹
波
国
の
柏
原
八
幡
宮
(
兵
庫
県
丹
波
也
へ
の

(
6
)

寄
進
状
二
通
論
3
・
4
)
は
、
『
柏
原
八
幡
神
社
伝
来
資
料
目
録
に
写
真
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
写
真
版
で
確
竿
る
と
、
十
一
月
十
二
日
付
と
十
一
打
吉
日
付
の
寄
進
状
は
、

そ
れ
ぞ
れ
花
押
の
形
が
、
明
確
に
異
な
る
。
そ
の
後
、
西
恩
寺
所
蔵
(
福
井
県
大
飯
郡
高

(
2
)

浜
町
)
の
天
正
十
二
年
の
寄
進
状
(
血
7
)
で
は
、
十
一
月
吉
日
と
同
じ
形
の
花
押
が
用

露
)

い
ら
れ
て
お
り
、
天
正
十
七
年
の
清
水
文
室
叉
山
迅
で
も
、
浜
松
移
封
後
、
天
正
十
九
年
、

西
)

九
戸
合
戦
時
に
発
給
し
た
浅
野
長
吉
等
連
署
書
下
論
邑
の
花
押
ま
で
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
十
一
月
十
二
日
付
の
も
の
を
1
型
と
し
、
十
一
月
吉
日
付
の
花
押

を
Ⅱ
型
と
し
た
い
。

1
型
か
ら
Ⅱ
型
へ
と
花
押
が
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
変
化
の
理
由
は
不
明
で
あ

る
。
Ⅱ
型
は
、
若
狭
高
浜
城
に
初
の
城
主
と
な
っ
た
時
期
と
、
佐
和
山
城
主
か
ら
小
田
原

合
戦
を
経
て
、
約
一
年
過
ぎ
た
時
期
ま
で
使
用
し
て
い
る
。

2
 
文
禄
年
間
S
慶
長
五
年
前
半
(
Ⅲ
型
・
黒
印
)

次
に
、
文
禄
二
・
一
一
匡
(
一
五
九
一
÷
九
四
頃
と
推
定
さ
れ
る
九
月
二
十
一
日
付
前
田

(
肋
)

玄
以
等
連
署
書
状
(
山
別
)
で
は
、
ー
・
Ⅱ
型
の
花
押
か
ら
形
を
変
え
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
花
押
は
、
ー
・
Ⅱ
期
に
比
べ
全
体
を
押
潰
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
や
や
崩
れ
て
い
る

(
3
)

文
禄
三
年
八
月
の
「
伏
見
大
光
明
寺
勧
進
帳
命
邑
や
慶
長
四
年
(
一
五
九
九
)

゛
>
、

力

霧
)

十
一
月
の
越
前
府
中
領
で
発
給
の
文
圭
国
(
山
噺
)
、
慶
長
五
年
四
月
の
越
前
府
中
領
で
の
寄

露
)

進
状
命
彰
ま
で
確
墾
き
る
。
こ
の
文
禄
か
ら
慶
長
五
年
前
半
に
か
け
て
使
用
さ
れ

た
花
押
を
、
Ⅲ
型
と
す
る
。
慶
長
五
年
後
半
に
入
る
と
、
七
月
の
加
賀
井
秀
望
の
水
野
忠

痴
)

(
3
)

重
殺
害
事
件
の
の
ち
、
関
ケ
原
合
戦
中
の
書
状
(
写
し
の
み
伝
わ
る
)
に
は
、
印
判
で

出
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
加
賀
井
璽
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
吉
晴
が
、
負

3
 
慶
長
十
年
S
晩
年
(
Ⅳ
型
)

関
ケ
原
の
戦
い
の
後
吉
晴
は
、
慶
長
十
四
年
(
一
六
0
九
)
三
月
付
の
「
出
雲
大

涌
)

社
棟
札
」
(
M
墜
に
見
え
る
花
押
と
、
慶
長
十
五
年
二
月
四
日
付
の
日
御
碕
神
社
へ
の

⑩

判
物
(
血
劉
)
に
は
、
別
種
の
花
押
を
用
い
る
。
こ
の
花
押
は
、
「
西
笑
和
尚
文
案
」
紙

(
Ⅱ
)

背
文
書
の
七
月
十
二
日
付
書
状
(
北
知
)
と
応
其
寺
蔵
(
和
歌
山
県
橋
本
屯
の
年
未
詳

(
把
)

二
月
八
日
付
書
状
(
山
聯
)
に
も
見
え
る
。

こ
の
花
押
の
使
用
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
『
相
国
寺
蔵
西
笑
和
尚
文
安
杢
の

凡
例
に
ょ
る
と
、
「
た
と
え
ぱ
一
冊
目
の
第
三
紙
の
紙
背
を
一
 
1
三
と
し
」
と
あ
り
、
こ

の
凡
例
に
従
う
と
吉
晴
書
状
は
、
「
西
笑
和
尚
文
案
」
第
九
冊
の
十
八
紙
目
に
用
い
ら
れ

驫
吉
文
書
で
あ
る
。
第
九
冊
は
、
慶
長
十
年
十
二
阿
か
ら
慶
長
十
二
年
二
月
ま
で
の
書

状
案
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
少
な
く
と
も
慶
長
十
年
以
前
の
書
状
で
あ
る
。
ま
た
、

傷
し
た
た
め
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

花
押
の
Ⅱ
型
か
ら
Ⅲ
型
へ
の
変
化
に
は
天
正
十
九
年
(
一
五
九
一
)
十
二
月
の
豊
臣

秀
次
の
関
白
就
任
が
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
秀
吉
が
太
閤
を
名
乗
り
、
豊
臣
政
権
内
に
二

重
権
力
の
構
図
が
現
れ
た
。
こ
の
事
は
、
羽
文
干
年
よ
り
始
ま
っ
た
秀
吉
の
朝
鮮
出
丘
<
(
文

禄
の
役
)
で
、
秀
次
付
の
家
臣
団
は
、
畿
内
の
敬
儒
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
吉
晴
は
、
秀

(
都
)

次
軍
の
一
番
備
と
し
て
三
、
0
八
三
名
が
動
員
予
定
で
あ
っ
た
(
山
四
こ
と
と
、
朝
鮮

渡
海
用
の
安
宅
船
の
建
造
を
吉
晴
等
、
秀
次
付
の
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
一
迷
江
・
駿
河
の

爵
)

諸
大
名
に
関
白
秀
次
を
通
じ
て
、
秀
吉
が
命
じ
た
状
況
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
文
禄
二
年

(
一
五
九
己
に
入
る
と
豊
臣
秀
頼
誕
生
に
ょ
り
、
秀
士
口
・
秀
次
間
の
対
立
が
顕
著
に
な
っ

(
認
)

た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
前
後
の
頃
か
ら
Ⅲ
型
の
花
押
を
使
い
始
め
る
。
文
禄
四
年
に

秀
次
が
失
脚
し
、
二
重
権
力
の
構
図
が
解
消
さ
れ
、
秀
吉
の
死
後
「
可
晴
」
を
名
乗
っ

た
時
期
に
も
Ⅲ
型
の
花
押
を
用
い
て
い
る
。

樹
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書
状
の
内
容
に
「
我
等
事
明
日
下
向
仕
候
」
と
あ
り
、
吉
晴
の
京
都
か
ら
の
出
立
が
、
明

(
3
)

日
と
記
し
て
い
る
。
「
堀
尾
古
記
一
慶
長
十
年
(
一
六
0
返
の
記
事
に
吉
晴
が
、
正
月

二
十
四
貝
富
田
を
出
立
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
京
よ
り
富
田
へ
の
帰
城
が
七
月
二
十
四

日
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
従
っ
て
、
七
月
十
三
日
に
京
を
出
立
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
書

状
の
内
容
と
、
富
田
帰
城
ま
で
の
時
期
が
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
七
月
十
二
日
付
吉

晴
書
状
は
、
慶
長
十
年
の
可
能
性
が
高
い
。
従
っ
て
、
こ
の
花
押
は
慶
長
十
年
ま
で
遡
る

こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
年
未
詳
二
月
八
日
付
木
食
応
其
上
人
宛
の
吉
晴
書
状
に
つ
い
て
老
察
す
る
。
こ

の
書
状
は
、
『
大
日
本
史
料
』
十
二
編
の
吉
晴
卒
伝
の
記
事
に
吉
晴
花
押
と
し
て
載
せ
て

羽
)

(
巧
)

い
る
。
ま
た
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
が
、
『
没
後
四
0
0
年
木
食
応
其
』
特
別
展
図
録

に
写
真
と
翻
刻
を
載
せ
て
い
る
。
写
真
か
ら
花
押
を
確
季
る
七
慶
長
十
五
年
吉
晴
判

物
と
同
タ
イ
プ
の
花
押
で
あ
る
。
図
録
の
鴛
で
は
、
遠
方
に
移
り
魅
趣
に
な
っ
た
こ
と

発
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浜
松
入
城
か
ら
秀
吉
の
死
ま
で
の
期
間
に
出
さ
れ
た
書
状

で
は
な
い
か
と
す
る
。
し
か
し
、
天
正
十
九
年
(
一
五
九
一
)
ま
で
Ⅱ
型
の
花
押
が
使
用

さ
れ
文
禄
三
年
(
一
五
九
四
か
ら
慶
長
五
年
(
一
六
0
9
 
前
半
に
か
け
て
Ⅲ
型
の

花
押
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
書
状
は
、
少
な
く
と
も
、
慶
長
十
年
か
ら
、

応
其
上
人
が
死
去
す
る
慶
長
十
三
年
ま
で
の
間
の
書
状
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
中
に
、

「
我
等
事
今
度
御
普
請
に
付
而
ひ
か
し
へ
罷
下
候
」
と
あ
り
、
普
請
の
た
め
東
の
方
へ

向
か
う
と
述
べ
て
い
る
。
と
れ
は
、
慶
長
五
年
以
降
の
慶
長
八
と
同
十
一
年
に
行
わ
れ
た
、

江
戸
城
の
手
伝
普
請
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
慶
長
八
年
の
帯
は
、
忠
氏
に
ょ

玩
)

f
)

り
行
わ
れ
て
お
り
、
吉
晴
に
ょ
り
普
請
の
行
わ
れ
た
慶
長
十
一
年
の
江
戸
城
普
請
の
可

能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
慶
長
十
一
年
頃
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
花
押
は
、
出
雲
・
隠
岐
へ

の
国
替
以
降
、
吉
晴
最
晩
年
の
花
押
と
な
る
。
こ
の
型
式
の
花
押
を
Ⅳ
型
と
し
た
い
。

吉
晴
の
発
給
文
書
に
見
ら
れ
る
花
押
の
変
遷
を
追
う
と
、
ー
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
の
時
期
に

分
け
ら
れ
、
そ
の
名
乗
り
と
の
相
関
関
係
は
「
表
Ⅱ
」
の
よ
う
に
な
る
。

「
表
Ⅱ
」
通
称
と
花
押
の
相
関
関
係
一
覧

天
正
十
年
十
一
月
十
二
日

天
正
十
年
十
一
月
吉

天
正
十
二
年
=
、
月

天
正
十
七
年
八
月

天
正
十
九
年
九
月

期

文
禄
二
年
九
月
・
三
年
八
月

慶
長
四
年
十
一
月
・
五
年
四
月

慶
長
五
年
八
月

慶
長
十
年
七
月
・
十
五
年
二
月

西

一
五
ハ
ニ

一
五
ハ
ニ

同
表
か
ら
は
天
正
十
年
(
一
五
八
己
十
一
月
十
二
日
付
寄
進
状
で
は
、
「
毛
介
吉
直
」

と
署
右
 
1
型
花
押
で
あ
る
。
十
一
月
吉
日
付
寄
進
状
で
は
、
花
押
を
Ⅱ
型
に
変
え
て
い

る
。
そ
の
後
、
「
帯
刀
」
の
官
途
名
を
用
い
て
か
ら
も
天
正
十
九
年
ま
で
Ⅱ
型
花
押
を
使

用
し
て
い
る
。
吉
晴
等
、
秀
次
付
家
臣
の
畿
内
篇
が
行
わ
れ
た
文
禄
二
年
(
一
五
九
三
)

頃
か
ら
Ⅲ
型
の
花
押
を
用
い
た
。
秀
吉
の
死
後
、
「
可
晴
」
を
名
乗
っ
た
時
期
に
も
Ⅲ
型

花
押
を
使
用
し
た
。
し
か
し
関
ケ
原
の
戦
い
の
直
前
か
ら
、
再
び
「
吉
晴
」
を
名
乗
り
出
t
。

七
月
の
加
賀
井
秀
望
の
事
件
に
ょ
り
負
傷
し
、
こ
の
時
期
に
発
給
し
た
書
状
は
、
黒
印
を

使
用
し
た
も
の
の
み
簾
で
き
、
Ⅲ
型
花
押
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
関
ケ
原
以
降
、
空
白

期
間
を
経
て
、
慶
長
十
年
か
ら
Ⅳ
型
の
花
押
を
用
い
始
め
、
吉
晴
は
晩
年
ま
で
こ
れ
を
使

徳
)

用
し
た

一
五
八
四

一
五
八
九

暦

一
五
九
一

一
五
九
三
S
九
四

通
称
・
官
途
名

一
五
九
九
S
一
六
0
0

毛
介

一
六
0
0

毛
介

一
六
0
五
S
-
0

茂
助

帯
刀

実
名

帯
刀
亮

吉
直

帯
刀

花

吉
直

帯
刀

帯
刀

1

吉
晴

帯
刀
・
帯
刀
先
生

ⅡⅡⅡ

可
晴

第
三
節
所
領
の
変
遷

堀
尾
吉
晴
の
所
領
に
つ
い
て
は
堀
尾
但
馬
の
子
孫
が
、
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
に

翁
)

筆
写
し
た
「
堀
尾
家
張
」
所
収
の
「
御
知
行
所
覚
」
に
見
え
る
記
載
と
、
堀
尾
家
菩

Ⅱ

吉
晴

Ⅲ

吉
晴

印
判
併
用

ⅢⅣ

時
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提
寺
春
光
院
蔵
の
「
堀
尾
家
由
緒
声
な
ど
、
後
世
に
成
立
し
た
記
録
類
の
張
を
も

と
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
次
史
料
で
は
天
正
十
年
(
一
五
八
己
丹
波
氷
上
郡
で
の

(
認
)

(
3
)

秀
吉
知
行
宛
行
状
(
山
3
 
と
同
十
三
年
近
江
佐
和
山
領
の
領
知
方
目
録
命
N
)

が

知
ら
れ
て
い
た
。
本
節
で
は
、
新
た
に
確
認
で
き
た
吉
晴
の
所
領
を
考
察
す
る
。

朝
妻

長
岡

近
江
・
丹
波
・
若
狭
(
1
天
正
十
三
年
以
前
1
)

天
正
十
年
(
一
五
八
二
)
以
前
の
所
領
関
係
文
書
は
確
電
き
な
か
っ
た
。
近
江
時
代

(
訓
)

の
知
行
は
天
正
十
五
年
十
一
月
の
成
菩
提
院
文
書
(
米
原
市
柏
原
)
の
田
中
吉
馨

状
(
南
幻
)
か
ら
窺
え
る
。
と
の
書
状
は
、
吉
晴
が
、
田
中
吉
政
に
近
江
国
坂
田
郡
大
野

木
(
米
原
血
に
あ
る
、
成
菩
提
院
領
の
年
貢
の
所
務
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
返
書
で

あ
る
。
田
中
吉
政
は
、
「
大
野
木
内
二
有
之
由
候
て
、
去
年
所
務
被
抱
置
候
、
此
方
へ
御

引
渡
之
由
候
闇
、
為
下
除
申
儀
不
可
成
申
候
」
と
、
大
野
木
の
地
は
t
で
に
、
「
此
方
へ
」

(
秀
次
領
)
に
引
き
直
さ
れ
て
い
る
と
返
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
晴
は
、
「
関
白
棲
成

御
朱
印
候
者
其
旨
を
以
可
申
雷
申
候
へ
共
、
信
長
殿
御
朱
印
に
て
御
理
之
儀
ハ
可
有

如
何
候
哉
被
加
御
分
別
一
と
あ
る
よ
う
に
、
織
田
信
長
の
朱
印
状
を
根
拠
に
、
大
野
木

の
支
配
寵
め
る
よ
う
に
求
め
て
お
り
、
吉
政
か
ら
信
長
朱
印
状
に
対
す
る
秀
吉
朱
印
状

の
優
越
性
を
指
摘
さ
れ
、
た
し
な
め
ら
れ
て
い
る
。
大
野
木
に
関
し
て
は
、
天
正
十
三
年

(
迎

(
一
五
八
五
の
堀
尾
吉
晴
領
知
方
目
録
に
お
い
て
も
記
載
が
無
く
、
信
長
の
朱
印
状
を

権
利
の
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
江
長
浜
時
代
の
吉
晴
の
所
領
に
大
野
木
が
含
ま

念
)

れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

0

(
5
)

丹
波
氷
上
郡
で
の
所
領
は
、
『
史
跡
黒
井
城
跡
保
存
管
理
計
画
策
定
報
告
圭
昌
に
ょ

れ
ぱ
、
天
正
十
年
の
本
能
寺
変
の
後
、
明
智
氏
の
旧
領
を
秀
吉
軍
が
制
圧
t
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
吉
晴
が
、
丹
波
黒
井
城
(
丹
波
市
赤
日
町
)
に
入
城
し
、
柏
原
八
幡
宮
(
丹
波
市

柏
原
町
)
へ
の
寄
進
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。
様
兇
(
一
五
九
五
の
「
柏
原
八
幡
宮

(
四

兪
)

縁
起
」
(
山
巴
に
は
、
吉
晴
が
、
秀
吉
の
奉
行
と
し
て
柏
原
八
幡
宮
を
再
建
し
た
と
あ
る
。

翁
)

翌
十
一
年
、
「
堀
尾
家
由
緒
聿
日
」
で
は
、
若
狭
票
城
主
一
七
、
0
0
0
石
を
有
し
、

而
)

と
の
時
初
め
て
城
主
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
、
「
器
家
巽
」
に
は
記
し
て
い
る
。

翁
)

2
 
近
江
佐
和
山
時
代
(
1
天
正
十
三
S
十
八
年
1
)

吉
晴
は
豊
臣
秀
吉
の
命
に
ょ
り
、
天
正
十
三
年
(
一
五
八
五
に
若
狭
佐
垣
の
国
吉

城
(
福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
)
に
移
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
六
十
日
ほ
ど
で
近
江
佐
和
山

(
彦
根
血
に
移
封
さ
れ
た
。
こ
れ
は
天
正
十
三
年
閏
八
月
二
十
一
日
付
の
領
知
目

J(
机
)

(
剖
)

録
で
確
認
で
き
る
。
村
井
毅
史
氏
は
、
佐
和
山
城
周
辺
に
ほ
と
ん
ど
吉
晴
の
知
行
地
が

見
え
な
い
こ
と
、
佐
和
山
城
か
ら
湖
岸
・
中
山
道
沿
い
に
約
十
五
加
に
わ
た
り
知
行
地
が

分
布
す
る
こ
と
、
吉
晴
の
所
領
の
七
割
が
佐
和
山
城
か
ら
二
十
血
以
上
離
れ
た
高
時
川

姉
噐
域
の
地
域
に
集
中
す
る
こ
と
、
久
徳
氏
平
野
氏
等
、
秀
吉
直
臣
か
ら
吉
晴
付
き

(
6
)

と
な
っ
た
家
臣
の
知
行
地
を
犬
上
郡
・
坂
田
郡
に
集
中
し
て
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

(
Ⅲ
)

佐
々
木
倫
朗
氏
は
、
佐
和
山
を
含
む
近
江
は
、
基
本
的
に
秀
次
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、

秀
次
付
き
の
宿
老
と
し
て
、
吉
晴
に
佐
和
山
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
備
)

さ
ら
に
、
山
根
正
明
氏
は
、
城
付
き
の
直
轄
領
の
管
理
や
大
垣
城
へ
の
補
給
路
の
確

保
が
吉
晴
の
任
務
で
あ
り
、
佐
和
山
四
万
石
と
い
う
一
城
の
主
と
い
う
姿
よ
り
、
秀
吉

政
権
の
忠
実
な
下
僚
と
い
う
姿
で
と
ら
え
て
い
る
。

近
年
、
こ
の
時
期
の
秀
吉
蔵
入
地
の
文
書
が
、
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
一
る
八
に

而
)

紹
介
さ
れ
た
、
天
正
十
三
年
閏
八
月
二
十
二
日
付
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
(
山
E
 
で
あ
る
。

江
州
坂
田
郡
所
之
臺
所
入
目
録

ズ
弐
百
九
拾
弐
曳
斗
九
町

て
千
四
拾
九
石
五
斗

①

ーフ0



一
、
千
三
百
九
拾
四
石

一
、
千
八
百
九
拾
六
石
八
斗

一
、
千
八
百
七
十
弐
石
五
斗

合
六
千
五
百
五
石

天
正
十
三
年
壬
八
月
廿
二
日
条
印
)

堀
尾
毛
介
と
の
へ

厩
)

徳
)

而
)

近
江
坂
田
郡
の
朝
妻
(
米
原
市
朝
妻
筑
摩
)
・
長
岡
(
米
原
市
山
東
町
長
岡
)
・
常
喜
(
長

行
)

元
)

浜
市
常
喜
町
)
・
か
ん
田
(
長
浜
市
加
田
町
)
・
黒
田
六
郷
(
米
原
市
山
東
町
本
郷
大
鹿
、

北
方
、
山
{
至
志
賀
谷
常
谷
一
帯
)
六
、
五
0
五
石
を
蔵
入
地
に
繰
り
入
れ
る
と
あ
り
、

こ
の
地
域
の
蔵
入
地
代
官
に
吉
晴
が
、
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
佐
和
山
時
代

の
吉
晴
知
行
地
に
、
秀
吉
朱
印
状
に
見
ら
れ
る
地
域
を
加
え
た
も
の
が
「
図
1
」
に
な
る
。

「
朝
ぎ
は
、
飛
騨
・
美
濃
か
ら
の
木
材
を
琵
琶
湖
水
運
に
ょ
り
、
輸
送
す
る
水
運
の

拠
点
と
な
る
湊
で
、
佐
和
山
と
長
浜
の
中
間
に
位
置
す
る
。
「
黒
田
六
郷
」
は
、
黒
田
荘

の
五
村
(
本
郷
・
大
鹿
・
北
方
・
志
賀
谷
・
山
室
)
に
堂
谷
が
加
わ
り
、
山
東
町
本
郷
一

体
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
中
山
道
沿
い
に
「
長
岡
」
と
「
黒
田
六
郷
」
に
含
ま
れ
る
「
本

郷
」
と
「
常
谷
」
の
地
域
が
あ
り
美
濃
国
境
の
「
か
し
わ
原
」
(
米
原
市
柏
原
)
と
「
さ

め
か
い
」
(
米
原
市
醒
荘
の
吉
晴
知
行
地
の
中
間
に
位
置
す
る
。
本
郷
六
郷
の
「
志
賀
谷
」

地
区
は
丘
陵
を
挟
ん
で
「
長
岡
」
に
隣
接
す
る
。
「
大
鹿
」
、
「
北
方
」
地
区
は
、
横
山
丘

陵
を
挟
ん
で
「
室
邑
と
「
か
ん
趣
に
隣
接
し
て
い
る
。
「
室
邑
は
東
に
横
山
丘
陵
、

西
に
布
施
川
が
流
れ
、
「
か
ん
田
」
は
神
田
山
北
西
麓
に
位
置
す
る
。
い
ず
れ
も
長
浜
市

の
平
野
部
に
所
在
し
、
高
時
川
・
姉
川
疾
に
存
在
す
る
知
行
地
群
と
中
山
道
沿
い
に
集

中
す
る
知
行
地
群
の
中
間
に
位
置
す
る
。

吉
晴
鋸
目
録
と
秀
吉
朱
印
状
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
と
し
て
、
東
山
道
と
北
陸
道
沿

い
の
蔵
入
地
を
管
理
さ
せ
る
こ
と
で
、
越
前
・
北
陸
方
面
と
美
濃
大
垣
へ
の
交
通
路
の
確

常
喜

力
ん
田

黒
田
六
郷

保
と
、
藷
め
の
任
務
、
そ
し
て
美
濃
・
越
前
・
一
右
狭
か
ら
の
物
資
の
往
来
を
行
う
こ
と

分
)

を
秀
吉
は
、
吉
晴
に
求
め
て
い
た
こ
と
が
老
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
秀
吉
の
蔵
入
地
と
吉

晴
の
所
領
を
合
わ
せ
る
と
、
中
山
道
か
ら
姉
川
流
域
に
か
け
て
の
地
域
を
一
体
化
さ
せ
る

事
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
秀
吉
は
、
自
ら
の
蔵
入
地
の
管
理
を
吉
晴
に
任
せ
る
こ
と
で
、

秀
次
付
と
し
た
吉
晴
へ
の
W
郷
力
を
残
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

3
 
尾
張
・
伊
勢
の
所
領
(
1
天
正
十
八
年
S
文
禄
三
年
1
)

天
正
十
八
年
(
一
五
九
0
)
、
小
田
原
合
戦
の
後
に
尾
張
・
北
伊
勢
五
郡
を
支
配
し
た

織
田
信
雄
は
、
転
封
を
秀
吉
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
信
雄
は
、
転
封
を
拒
否
し
た
た
め

改
易
さ
れ
た
。
替
わ
っ
て
少
康
旧
領
の
駿
河
に
中
村
一
氏
掛
川
に
山
内
一
豊
横
須
賓

に
渡
瀬
籌
、
久
野
に
松
下
之
綱
、
森
に
堀
尾
吉
晴
三
河
吉
田
に
池
田
輝
攻
三
河

岡
崎
に
田
中
吉
政
と
秀
次
付
の
重
臣
と
、
新
た
に
秀
次
付
と
さ
れ
た
武
将
が
駿
河
・
遠
江
・

三
河
に
国
替
と
な
っ
た
。

爲
)

吉
晴
の
森
入
城
は
、
い
つ
頃
か
。
天
正
十
八
年
八
月
一
日
付
秀
吉
朱
印
状
(
北
器
)

で
、
吉
晴
は
、
山
内
一
豊
と
佐
竹
義
重
等
上
洛
の
た
め
「
柏
原
よ
り
八
幡
山
ま
て
」
(
米

原
市
柏
原
か
ら
近
江
八
幡
市
ま
で
)
の
伝
馬
と
人
足
を
供
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
八
月
頃
ま
で
、
佐
和
山
城
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
正
十
八
年
九
月

兪
)

二
十
日
付
秀
吉
朱
印
状
写
で
、
山
内
一
些
叉
遠
江
相
良
・
植
原
・
佐
野
三
郡
に
五
万
石

を
与
え
、
同
日
付
で
渡
瀬
小
次
郎
(
繁
詮
)
を
遠
江
城
東
郡
で
の
秀
次
叉
官
に
任
ず
る

希
)

秀
吉
朱
印
状
写
が
見
ら
れ
る
。
天
正
十
八
年
九
月
二
十
一
日
付
で
豊
臣
秀
次
が
発
給
し

元
)

た
「
希
替
地
目
録
」
(
血
邑
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
示
t
。

、

か

つ
ら
能
郷

ズ
貳
百
六
拾
壱
石
一
口
八
合

ズ
貳
百
九
拾
七
石
六
斗
四
升
九
合

も
り
山

71



図1 佐和山領関係図(国土地理院発行

※〔秀吉蔵入地は()、犬上郡内久徳分は[

0

20 万分の 1 地勢図「岐阜」「名古屋」<平成 17・18年発行>により作成)
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一
、
四
百
四
拾
壱
石
一
斗
六
升
三
合

以
上

都
合
九
百
九
拾
六
石
九
武
升

右
遠
江
為
替
地
遣
之
者
也
、

天
正
拾
八
年
九
月
廿
一
日

秀
次
元
押
)

堀
尾
帯
刀
殿

介
)

需
)

遠
江
で
の
替
地
と
し
て
、
秀
次
か
ら
吉
晴
へ
、
「
か
つ
ら
能
郷
」
・
「
も
り
山
」
・
「
た

而
)

ん
ぱ
」
(
尾
張
国
海
東
郡
桂
、
森
山
・
丹
波
)
九
九
六
石
九
斗
二
升
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

文
中
に
「
兇
魯
地
遣
之
者
也
」
と
あ
り
、
希
の
領
地
を
拝
領
し
た
後
の
文
書
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
恐
ら
く
、
秀
吉
か
、
秀
次
の
蔵
入
地
に
入
っ
た
遠
江
の
地
の
代
り
に
、

た
ん
ば

此
内
千
石
二
三
石
余
無
也
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ゞ
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茸
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C
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÷
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,
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↓
二
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、
、
゛
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、
^
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、
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雰
建
.
、
・
勺
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1
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X
、
亀
姿
、
三
一
、
、
゛
.
"
,
、
リ
入
、
、
J
三
卜
 
J
 
、

ク
リ
羊
、
、
一
子
、
、
'
,
慨
.
"
^
/
、
課
 
y
 
^
゛
1
無
"
種
、
礁
ま
鼻
^
^
呉
盡
繹
寒
^
^
^
、
一
^
践
染
^
、
'
、
t
＼
^
、
、
¥
^
.
、
¥
、
,
で
一
'
」
,
芽
イ
＼

ル
、
レ
入
弌
、
ゞ
ト
途
W
゛
、
、
^
,
一
.
ー
:
'
ン
泰
籍
翠
'
語
●
ノ
、
届
含
翻
發
論
稔
毒
祭
一
一
き
=
^
叉
ゞ
、
ー
゛
ハ
リ
し
ン

喩
一
,
一
一
、
、
、
ン
'
む
'
^
,
ヘ
^
廟
i
,
,
七
宝
、
、
イ
.
島
 
1
 
、
、
÷
ノ
亘
,
、
<
、
1
 
打
、
、
よ
、
?
^
町
"
一
ψ
ノ
ハ
'

、
;
、
~
'
一
キ
一
,
-
 
J
 
,
,
'
一
'
.
'
一
一
,
 
J
、
,
、
、
ノ
一
.
、
ノ
^
ジ
ニ
,
ゞ
 
J
ψ
ノ
,
ノ
^
く
畢
、
・
、
一
ノ
、
,
;
三
七
、
.
、
、
,
ニ
、
、
"
^

尾
張
に
替
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
図
Ⅱ
姦
)

堀
尾
氏
の
尾
張
領
を
地
図
上
で
確
季
る
七
森
山
と
丹
波
(
愛
知
旧
繼
部
郡
美
和
町

森
山
・
同
町
丹
波
)
が
、
津
島
街
道
沿
い
に
隣
接
し
て
い
る
。
「
太
林
山
」
は
、
「
織
田
信
雄

(
迅

分
限
帳
」
で
は
、
「
森
山
の
郷
さ
ハ
井
な
ハ
」
、
「
同
郷
さ
ハ
井
縄
」
と
あ
る
。
「
丹
波
」
は
、
「
織

田
信
雄
分
限
帳
」
に
「
た
ん
ぱ
の
郷
」
と
あ
る
。
「
か
つ
ら
能
郷
」
(
愛
知
旧
繼
部
郡
七
宝

町
桂
)
は
、
「
森
山
」
・
「
丹
波
」
と
緑
で
四
加
程
度
籬
れ
て
い
る
福
田
川
の
中
流
右
岸

に
位
置
す
る
。
「
織
田
信
雄
分
限
帳
」
で
は
、
「
桂
ノ
郷
」
と
あ
る
。
(
図
Ⅱ
参
照
)
文
禄

四
年
の
秀
次
失
脚
以
降
、
清
須
城
に
、
福
島
正
則
が
入
り
、
一
柳
直
盛
(
尾
張
黒
田
城
主
)
、

石
川
光
吉
(
犬
山
城
主
)
が
お
り
、
秀
吉
直
轄
地
が
丹
羽
郡
中
部
・
丹
羽
郡
西
部
・
海
東

(
?
)

郡
西
部
S
海
西
郡
・
愛
知
郡
南
部
S
知
多
郡
に
置
か
れ
た

0

さ
ら
に
、
天
正
二
十
年
(
一
五
九
二
)
の
正
月
十
一
日
付
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
で
劣
国

§
)

鈴
鹿
郡
内
二
、
0
0
0
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
(
山
飴
)
。

知
行
目
録

勢
州
t
か
郡
内

一
、
六
百
四
拾
三
石
四
斗
八
升
七
勺

あ
か
た
の
郷

同
こ
お
り

一
、
貳
百
七
拾
四
石
六
斗
五
升

池
山
之
郷

同

四
百
六
石
三
斗
三
升

西
冨
田
郷

同

ひ
ろ
瀬
之
郷

一
、
貳
百
五
拾
七
石
三
升

同

一
、
貳
百
七
拾
五
石
一
斗
弐
升

津
が
の
郷

伶

一
、
百
四
拾
三
石
六
斗
八
升

山
本
郷

合
弐
千
石
三
斗

右
全
可
領
知
者
也

天
正
廿
年
正
月
t
 
日
(
朱
印
)

堀
尾
帯
刀
と
の
へ

毓
)

い
ず
れ
も
劣
国
鈴
鹿
郡
内
で
、
「
あ
か
た
の
郷
(
「
英
多
郷
」
、
亀
山
市
川
崎
町
)
、
「
池

(
脚
)

0 デ
0

図Ⅱ尾張領関係図
(国土地理院発行 20万分の]地勢図「名古屋」く平成17卸発行>により作成)

】0 巧 20ギロメートル

73



需
)

需
)

山
之
郷
」
(
亀
山
市
安
坂
山
町
池
山
)
、
「
西
冨
田
郷
」
(
鈴
鹿
市
西
冨
田
町
)
、
「
ひ
ろ
瀬
之

(
S
)

余
)

郷
」
(
「
広
瀬
」
、
鈴
鹿
市
広
瀬
町
)
、
「
津
が
の
郷
」
(
「
津
賀
郷
」
、
鈴
鹿
市
津
賀
町
と
高

需
)

塚
町
一
帯
)
、
「
山
本
郷
」
(
鈴
鹿
市
山
本
町
)
と
あ
る
。
英
多
郷
は
賤
ケ
馨
戦
と
小

牧
長
久
手
合
戦
で
、
秀
吉
軍
が
伊
勢
を
攻
撃
し
た
際
に
攻
め
た
峯
城
の
所
在
地
で
あ
る
。

池
山
之
郷
が
、
亀
山
市
池
山
だ
と
す
れ
ば
、
近
江
か
ら
鈴
鹿
山
脈
を
越
え
て
劣
に
入
る

鈴
鹿
峠
の
支
道
で
あ
る
安
楽
越
を
劣
側
に
下
っ
た
場
所
で
あ
る
。
安
楽
越
は
鈴
鹿
山

脈
南
部
の
仙
ケ
岳
南
西
の
県
境
稜
線
上
に
位
置
す
る
峠
で
あ
り
、
標
高
四
m
に
位
置
す
る
。

鈴
鹿
川
の
支
流
安
楽
川
を
遡
上
し
池
山
を
過
ぎ
、
岩
水
渓
を
経
て
岩
坪
川
沿
い
に
上
が
る
。

(
卯
)

安
楽
越
の
伊
勢
方
面
は
、
鈴
鹿
峠
に
比
べ
る
と
緩
や
か
で
あ
る
と
い
う
。
池
山
か
ら
東

に
安
楽
川
沿
い
に
下
る
と
崟
城
の
あ
る
英
多
郷
に
入
る
と
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
峯
城
は
、

安
楽
越
か
ら
伊
勢
に
入
る
街
道
を
押
さ
え
る
位
置
に
あ
る
。
西
冨
田
広
瀬
津
賀
は
、

英
多
の
東
側
、
安
楽
川
と
鈴
鹿
川
の
合
流
し
た
付
近
の
北
岸
が
、
西
冨
田
で
あ
り
、
そ
の

北
側
に
広
瀬
が
あ
る
。
津
賀
は
広
瀬
の
東
側
の
鈴
鹿
川
下
流
左
岸
同
川
支
涛
次
川

流
域
に
あ
た
る
台
地
の
付
近
で
あ
る
。
山
本
郷
は
、
や
や
北
西
に
雜
れ
て
お
り
、
入
道
ケ

岳
の
東
南
麓
に
所
在
す
る
。
同
日
に
は
、
他
の
秀
次
付
の
田
中
吉
政
と
池
田
輝
政
に
も
三

金
)

重
郡
内
で
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る

0

ま
た
、
文
禄
三
年
(
一
五
九
巴
七
月
上
旬
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
劣
国
内
で
太
閤

(
羽
)

検
地
が
行
わ
れ
、
改
め
て
鈴
鹿
郡
内
で
吉
晴
に
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る
(
血
釘
)
。

知
行
方
目
録

勢
州
鈴
鹿
郡

あ
か
た
村

一
、
千
九
百
拾
壱
石
三
斗
七
升

同
村

一
、
壱
石
六
斗
八
升
山
年
貢

同
郡

池
山
安
楽
寺
村
内

一
、
八
拾
七
石
弐
斗
五
升

合
弐
千
石

右
今
度
以
検
地
之
上
改
令
扶
助

畢
全
可
錦
候
也

文
禄
三
年
九
月
廿
一
日
(
朱
印
)

堀
尾
帯
刀
と
の
へ

文
禄
三
年
(
一
五
九
巴
の
劣
国
に
お
け
る
太
閤
検
地
を
ま
と
め
た
「
g
国
中
御

(
暢
)

検
地
高
帳
写
」
で
は
、
鈴
鹿
郡
デ
カ
タ
之
郷
」
(
英
多
)
が
、
一
、
九
九
二
石
二
斗
四
升

で
あ
り
、
「
池
山
之
郷
」
が
、
ハ
ハ
ハ
石
三
斗
と
あ
る
。
「
劣
国
中
穫
地
高
帳
写
」
か

円
地
、
池
山
に
つ
い
て
は
、
安
楽
寺
村
と

恐
ま

ら
あ
か
た
村
(
英
多
村
)
に
つ
い
て
、

呼
ば
れ
る
地
域
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

天
正
二
十
年
(
一
五
九
己
に
は
、
英
夕
將
を
主
と
し
、
そ
の
周
辺
の
地
曾
与
え
ら
れ

て
い
た
が
、
文
禄
三
年
(
一
五
九
四
に
は
英
夕
將
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
を
特
惨
す
る
。

天
正
二
十
年
・
文
禄
三
年
に
与
え
ら
れ
た
地
域
は
、
現
在
の
三
重
県
鈴
鹿
市
と
亀
山
市

内
に
入
る
。
(
図
Ⅲ
参
照
)

英
多
の
崟
城
の
廃
絶
時
期
に
つ
い
て
、
天
正
十
二
年
(
一
五
八
四
の
小
牧
長
久
手
合

(
9
)

兪
)

戦
で
の
落
城
と
、
天
正
十
八
年
の
岡
本
宗
憲
の
亀
山
築
城
に
ょ
り
廃
城
の
二
説
が
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
ょ
り
、
堀
尾
氏
に
ょ
る
整
備
の
可
能
性
も
排
除
で

飴
)

き
な
く
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
堀
尾
氏
の
劣
領
は
、
近
江
か
ら
伊
勢
へ
の
安

楽
越
(
鈴
鹿
峠
の
支
道
)
の
交
通
路
の
要
衝
を
押
さ
え
て
い
た
と
と
に
な
る
。
ま
た
、
伊

勢
で
の
所
領
関
係
文
書
は
、
い
ず
れ
も
知
行
方
目
録
で
あ
り
、
知
行
宛
行
状
は
伝
わ
っ
て

(
辨
)

い
な
い
。
他
の
大
名
の
事
例
で
天
正
二
十
年
の
田
中
吉
政
宛
知
行
宛
行
状
に
は
無

役
(
軍
役
を
掛
け
ら
れ
て
い
な
い
)
と
あ
り
、
在
京
賄
領
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
堀
尾

氏
の
劣
の
所
領
も
在
京
賄
領
の
よ
う
な
性
格
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

遠
江
西
部
の
太
閤
蔵
入
地
(
1
慶
長
四
年
1
)

④
先
に
、
遠
州
の
替
地
と
し
て
尾
張
国
内
で
の
知
行
地
を
紹
介
し
た
。
文
禄
四
年

74



＼
閥
覗
川サ

.
"
.
ト
勺

一
、
~
弐
.
、
i
 
声
ノ
:
,
タ
・
二
一
「
,
、
ノ
、
ノ
、
、
"
,
,
~

＼
、
}
一
ン
~
、
1
ψ
ノ
＼
^
j
^
^
.
^
゛
1
↓
.
-
0
;
§
.
コ
'
,
t
1
^
^
:
/
、

一
一
S
ι
一
・
泌
^
、
、
拶
^
則
、
"
γ
μ
t
.
訂
、
.
一
、
、
一
共
ー
ム
T
楠
一
:
・
,
、
^
y
,
ご
,
-
h

}
、
.
、
、
、
.
ゞ
、
ニ
,
^
¥
J
、
^
上
4
ル
一
一
^
r
-
;
^
1
 
一
.
'
ゞ
/
J
、
;
゛
,
・
ン
:

一
.
じ
＼
ニ
~
-
t
紗
ー
リ
.
一
●
,
鹿
二
、
識
・

一
＼
国
,
心
^
一
一
゛
一
1
"
'
ノ
/
'
北
三
亜
廟
^
y
ル
ソ
心
^
,
険
1

呈
勢
1
、
t
l
1
゛
^
●
^
一

一
~
^
ー
^
ミ
■
恐
ゞ
R
/
ヲ
 
f
,
一
^
y
ゞ
f
,
町
ぐ
ー
,
、

一
・
-
X
"
一
一
＼
,
上
々
〔
三
y
'
・
1
一
<
・

,
、
武
ン
、
 
f
 
＼
一
/
"
三
牟
＼
f
 
4
1
 
、
●
く
一
,

§
ン
メ
"
~
ー
.
＼
＼
徐
1
一
、
.
■
1
 
ご

.
シ
一
司
＼
ソ
、
お
上
入
^
X
^
武
鴫
雙
賀
縄
、
富
三
一
一
^
,
"
0
-
^
ー

"
L
一
一
δ
,
 
1
t
 
ン
,
y
 
、
、
i
、
燮
/
一
窟
・
ゞ
却
、
~
陸
富
ニ
ニ
.

一
一
、
が
;
^
、
.
^
心
^
シ
:
 
1
J
 
,
玉
,
、
、
一
ゾ
:
七
 
1
 
^
、
武
,
一
一
.
^
ー

,
一
1
 
"
.
ー
;
,
 
j
 
・
,
'
 
t
 
・
1
 
或
,
一
,
、
;
ー
ー
ー
一
,
一
.
ム
,
ー
:
.
一
.
 
1
j
 
J
'

、
,
、
,
゛
一
一
ミ
＼
 
4
、
三
^
、
才
二
^
ニ
、
气
゛
一
^
,
三
イ
'
、
貳
.
・
七
一
、
1
 
卿
＼
二
将
.
{

三
し
一
、
一
二
{
,
佐
一
●
Υ
当
'
一
一
1
 
ー
、
シ
シ
一
子
轡
1
・
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＼
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＼
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＼
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三
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市
/
市

工
」

0

1

(
一
五
九
五
秀
次
失
脚
以
降
、
田
中
吉
攻
中
村
一
氏
山
内
一
豊
と
事
件
に
連
座
し

な
か
っ
た
"
は
、
旧
秀
次
領
を
加
や
ぎ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
遠
江
の
堀
尾
領
は
、
知
行

方
目
録
が
伝
わ
っ
て
居
な
い
。
そ
の
た
め
、
在
地
に
残
さ
れ
た
文
書
か
ら
所
領
を
推
定
す

ヤ
一
り

、
、
七
一

J
J

る
必
要
が
あ
る
。
堀
尾
氏
に
関
わ
る
史
料
は
、
磐
田
郡
・
長
上
郡
・
敷
智
郡
・
引
佐
郡

」
コ

り
.
」
女
之

鯉
玉
郡
・
豊
田
郡
・
 
W
郡
で
は
見
ら
れ
る
。
山
名
郡
・
浜
名
郡
は
不
明
で
あ
る
。
浜
名

郡
・
敷
智
郡
の
南
部
、
浜
希
の
今
切
の
渡
し
に
、
吉
田
城
の
池
田
鐸
政
が
手
形
を
発
給

し
て
お
り
、
池
田
氏
の
管
理
下
と
老
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
希
{
康
は
、
一
慣
名
郡
白
須
賓

と
磐
田
郡
中
泉
に
所
領
を
有
し
、
周
智
郡
南
部
は
、
山
内
氏
管
理
の
太
閤
蔵
入
地
に
含
ま

れ
て
い
る
。

露
)

遠
江
で
の
太
閤
蔵
入
地
は
、
『
山
内
家
史
料
』
(
一
豊
公
紀
)
に
収
録
さ
れ
た
史
料
を

靈
)

も
と
に
、
本
多
隆
成
氏
の
研
究
が
あ
り
。
ま
た
秀
次
蔵
入
地
に
関
す
る
渡
瀬
籌
宛
秀

爾
)

吉
朱
印
状
写
も
伝
わ
る
。
こ
の
他
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
堀
尾
氏
管
理

の
太
閤
蔵
入
地
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
し
た
い
(
血
遂
)
。

希
御
蔵
入
月
録

濱
名

井
伊
谷

河
勾

高
合
壹
万
九
千
五
拾
五
石
四
斗
三
升

宇
間
郷

内

四
千
六
拾
六
石
五
斗
九
升

永
荒

貳
千
八
百
四
拾
壱
石
壱
斗
九
升

文
五
0
饗
迄

荒
川
成

貳
千
参
百
八
拾
五
石
壱
升

う
ん
か
入

五
千
五
百
七
拾
石
参
斗
六
升

免

物
成
四
千
百
八
拾
六
石
貳
斗
八
升

ヨν
貳
千
八
百
参
拾
石
六
斗
七
升

米

六
百
参
拾
七
石
弐
斗
八
升

大
豆

七
百
拾
八
石
参
斗
三
升

麦

此
外
拾
六
石
五
斗

山
札
米

5

図Ⅲ伊勢領関係図(国土地理院発行 20万分の1地勢図「名古屋」により作成)
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以
上

慶
長
四
年

爾
)

霜
月
廿
四
日

堀
尾
帯
刀
(
花
担

徳
善
院

長
束
大
蔵
大
輔
殿

増
田
右
衛
門
尉
殿

,
 
r
 
参

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
に
ょ
る
と
、
「
濱
名
」
(
浜
松
市
北
区
三
ケ
日
町
)
は
、
中

世
の
浜
名
神
門
戦
国
期
浜
名
郷
・
あ
る
い
は
浜
名
荘
と
同
一
地
域
と
す
る
と
、
現
在
の

浜
松
市
北
区
三
ケ
日
町
大
字
岡
本
・
只
木
・
需
耶
・
平
山
・
佐
久
米
・
駒
場
・
都
呪

大
崎
・
津
々
崎
・
{
于
志
・
三
ケ
日
・
日
比
沢
・
通
称
地
名
大
福
寺
を
含
む
と
さ
れ
る
。
浜

急
北
西
に
位
置
す
る
地
域
と
考
え
ら
れ
る
。
浜
名
湖
北
西
の
か
な
り
広
い
範
囲
を
指
し

い
必
や

て
い
る
。
「
井
伊
谷
」
(
浜
松
市
北
区
引
佐
町
)
は
徳
川
家
臣
井
伊
氏
の
故
地
で
あ
る
。
『
角

川
日
本
地
名
大
辞
典
』
で
は
奥
山
か
ら
都
田
(
旧
引
佐
町
奥
山
か
ら
井
伊
谷
を
抜
け
て

旧
浜
松
市
都
邑
に
か
け
て
の
一
帯
を
含
む
井
伊
氏
の
支
配
領
域
全
体
の
呼
称
と
し
て
用

b
力

い
ら
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
「
河
勾
」
(
河
輪
)
(
浜
松
市
南
区
河
輪
町
S
磐
田
市
竜
洋

0
 
-
)
一
、
]
 
J

町
)
は
、
長
上
郡
の
天
竜
川
下
流
の
両
岸
に
ま
た
が
る
地
域
で
、
「
{
于
間
郷
」
(
浜
松
市

中
区
領
家
町
・
向
宿
町
S
南
区
瓜
内
町
)
は
、
馬
込
川
下
流
域
の
旧
浜
松
市
南
東
部
一
帯

(
0
)

を
指
六
。
ち
ょ
う
ど
、

浜
名
湖
北
西
岸
の
地
域
、
井
伊
谷
地
域
と
浜
松
城
の
南
側
か
ら

天
竜
川
に
か
け
て
の
地
域
に
一
九
、
0
五
五
石
四
斗
三
升
あ
ま
り
の
太
閤
蔵
入
地
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
浜
松
時
代
の
関
係
領
域
が
、
「
図
Ⅳ
」
で
あ
る
。

こ
の
文
書
で
は
、
一
戚
入
地
の
「
一
局
△
口
」
(
総
石
高
)
を
記
し
、
次
に
、
損
免
を
あ
げ
て

い
る
。
「
古
叉
口
」
か
ら
損
免
分
を
引
い
て
、
「
物
成
」
(
年
百
<
高
)
を
算
出
し
て
い
る
。
堀

尾
領
で
の
太
閤
検
地
は
、
文
禄
四
年
(
.
五
九
五
)
と
慶
長
四
年
(
一
五
九
九
)
に
行
わ

れ
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
北
部
遠
州
地
域
で
あ
る
N
田
郡
、
周
智
郡
内
、
(
浜
松
市
天

竜
区
内
)
の
も
の
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
文
書
に
は
、
四
力
所
の
地
を
二
局
△
呈
忌

万
九
千
五
拾
五
石
四
斗
三
升
」
と
表
し
、
地
域
別
の
詳
し
い
石
高
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
各
地
域
の
ど
の
程
度
の
範
囲
を
含
む
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
天

爾
)

竜
川
流
域
の
河
勾
と
馬
込
川
下
喪
宇
間
郷
を
含
む
た
め
こ
の
地
域
が
荒
川
成
の
状爾

)

態
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
永
荒
は
、
四
0
六
六
石
五
斗
九
升
が
、
慶
長
四
年
頃
に
永
荒

と
な
っ
た
田
畑
を
指
し
、
「
文
五
イ
慶
弐
迄
」
の
二
、
八
四
一
石
一
斗
九
升
が
、
文
禄
五
年

(
慶
長
元
年
)
(
一
五
1
◇
か
ら
慶
長
二
年
に
永
荒
と
な
っ
た
田
畑
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。
全
体
の
約
四
八
・
ハ
%
が
永
荒
・
荒
川
成
に
な
り
、
堀
尾
氏
管
理
の
太
閤
蔵
入
地
の

何
)

荒
廃
し
た
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
「
免
」
と
し
て
「
五
五
七
0
石
三
斗
六
升
」
と
あ
る
の
は
、
損
免
を
意
味
す

る
と
老
え
ら
れ
る
。
総
石
高
一
九
0
五
五
石
四
斗
三
升
か
ら
損
免
分
一
四
八
六
三
石
一

斗
五
升
を
引
く
と
、
四
二
九
二
石
二
斗
八
升
と
な
る
。
史
料
に
見
え
る
物
成
分
は
、
四

一
八
六
石
二
斗
八
升
で
あ
る
。
こ
れ
に
山
札
米
分
の
一
六
石
五
斗
を
足
t
と
一
 
0
石
五
斗

あ
ま
り
不
足
し
て
い
る
。
物
成
四
一
八
六
石
二
斗
八
升
の
内
米
(
二
、
八
三
0
石
一
斗

升
)
、
麦
全
会
モ
石
二
斗
八
升
)
と
大
豆
(
七
一
八
石
三
斗
三
升
)
で
あ
る
。
物
成

の
智
二
・
五
%
が
大
豆
・
麦
で
あ
り
畑
作
も
盛
ん
で
あ
る
様
子
が
見
え
る
。
太
閤
蔵
入

地
で
は
、
前
田
玄
以
・
増
田
長
盛
・
長
束
正
家
が
、
毎
年
十
一
月
五
日
か
ら
十
二
月
十
日

無
)

以
前
に
目
録
小
帳
の
提
出
を
命
じ
る
書
状
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
「
遠
州
御
蔵
入

目
録
」
は
慶
長
四
年
(
一
五
九
九
)
の
太
閤
蔵
入
地
か
ら
の
物
成
を
報
告
す
る
た
め
、
吉

晴
が
作
成
し
た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
晴
は
、
慶
長
四
年
十
月
に
徳
川
家
康
・
宇
喜
多
秀
家
・
毛
利
輝
元
等
の
豊
臣
三
大

老
か
ら
越
前
府
中
を
与
え
ら
ル
(
山
噺
)
、
こ
の
「
遠
州
御
蔵
入
目
録
」
発
給
の
二
日
前

に
越
前
今
立
郡
の
入
篇
部
宛
に
「
泰
書
紙
之
事
如
前
々
申
付
候
、
自
然
当
領
内
似

せ
帋
売
買
之
者
於
有
之
者
可
告
知
、
遂
糺
明
可
申
付
者
也
」
と
奉
書
紙
役
を
申
し
つ
け
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図Ⅳ遠江国関係図(国土地理院発行 20万分の 1 地勢図「豊橋」「伊良湖岬」により作成)
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m
)

る
判
物
命
噺
)
を
出
し
て
い
る
。
「
遠
州
御
蔵
入
目
録
」
以
降
の
豊
臣
政
権
か
ら
浜
松
領

m
)

へ
発
給
さ
れ
た
文
書
は
、
全
て
堀
尾
信
濃
守
忠
氏
宛
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
慶
長

四
年
(
一
五
九
九
)
十
一
月
の
「
滞
御
蔵
入
目
録
」
は
浜
松
領
関
係
の
吉
晴
最
後
の

発
給
文
書
に
当
た
る
。
会
津
征
伐
に
お
い
て
堀
尾
氏
の
軍
勢
を
率
い
た
の
が
忠
氏
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
慶
長
四
年
末
か
ら
慶
長
五
年
の
浜
松
城
主
は
、
極
守
忠
氏
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

第
二
章
堀
尾
忠
氏
の
発
給
文
書

第
一
節
出
雲
入
国
を
め
ぐ
っ
て

堀
尾
忠
氏
は
、
『
鴛
餘
録
』
な
ど
の
堀
尾
氏
系
図
類
に
ょ
る
と
吉
晴
の
次
男
で
、
長

男
の
金
助
全
悶
晴
の
従
弟
説
も
あ
る
)
が
、
小
田
原
合
戦
で
陣
没
し
た
た
め
、
嫡
子
と
な
っ

(
口
)
儒
)

た
と
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
三
年
(
一
五
九
八
)
正
月
四
日
付
浅
野
幸
長
書
状
案
命
櫛
)
で
、

t
で
に
「
仮
守
」
に
任
官
し
て
い
た
。
慶
長
四
午
吉
晴
が
、
越
前
府
中
を
与
え
ら
れ

て
か
ら
浜
松
城
主
と
な
る
。
「
忠
氏
」
の
名
乗
り
は
、
徳
川
秀
忠
の
工
子
を
拝
領
し
た
と

江
戸
幕
府
が
業
に
提
出
さ
せ
た
需
類
を
纏
め
た
『
譜
牒
餘
録
』
の
年
未
詳
八
月
十
八

日
付
徳
川
秀
忠
書
状
予
(
血
櫛
)
に
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
は
不
明
で
あ
っ
た
。

命
)

慶
長
五
年
(
一
六
0
9
 
四
月
十
八
日
付
吉
川
貞
器
扱
(
面
彰
で
は
本
文
中
に
留

帋
之
事
忠
氏
公
愈
安
出
来
旨
、
」
と
見
え
る
。
そ
の
た
め
、
慶
長
五
年
四
月
時
点
で
、

忠
氏
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
『
触
餘
録
』
の
秀
忠
書
状

写
を
慶
長
四
年
以
前
の
も
の
と
推
定
し
た
。

忠
氏
は
、
会
津
征
伐
に
堀
尾
勢
を
率
い
、
関
ケ
原
合
戦
で
は
、
岐
阜
城
攻
め
、

関
ケ
原

余
)

合
戦
当
日
に
は
、
大
垣
城
の
西
軍
に
備
え
、
合
戦
聞
始
と
W
に
戦
場
へ
と
動
い

0

ナ

{
Π
>

合
戦
後
堀
尾
氏
は
、
{
康
か
ら
出
重
姦
岐
メ
ー
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
父
の
吉
晴
か
、

子
の
忠
氏
か
、
ど
ち
ら
に
出
圭
云
際
岐
が
与
え
ら
れ
た
の
か
が
従
来
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
。

第
二
節
家
臣
へ
の
知
行
割

余
)

初
代
松
江
藩
主
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
倫
朗
氏
の
研
究
が
詳
し
い
。
佐
々
木
氏
は
、

久
代
景
備
書
状
論
凱
)
に
見
え
る
慶
長
五
年
(
一
六
0
9
 
十
月
末
の
情
勢
を
分
析
し
、

(
即
)

慶
長
五
年
十
二
月
の
西
笑
承
兌
の
書
状
案
品
蜘
)
か
ら
出
雲
国
造
千
家
と
堀
尾
編
守

忠
氏
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
堀
尾
古
記
」
に
み
ぇ
る
「
知

行
わ
り
」
に
つ
い
て
、
忠
氏
か
ら
家
臣
へ
知
行
地
の
宛
行
を
し
た
事
例
と
し
て
、
辻
角
介

(
剛
)

宛
知
行
宛
行
状
(
鸞
卯
)
を
提
示
し
、
忠
氏
が
初
代
藩
主
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
論
証

さ
れ
て
い
る
。忠

氏
の
知
行
宛
行
状

①

色
)

「
堀
尾
古
記
」
に
み
ぇ
る
「
知
行
わ
り
」
は
、
辻
角
介
宛
忠
氏
知
行
行
状
(
血
m
)
が
、
従
来

史
夕
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。

『
轟
綜
覧
』
の
慶
長
六
年
三
月
二
十
七
日
条
に
「
出
雲
富
田
の
堀
尾
可
晴
の
子
同
忠

氏
湯
碕
平
に
知
行
を
與
ふ
」
と
い
う
綱
文
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
と
の
記
事
を
元
に
、

五
)

東
京
大
学
史
料
鸞
所
所
蔵
「
湯
浅
文
聿
白
」
の
慶
長
六
年
三
月
二
十
七
日
付
湯
浅
勘
平

宛
忠
氏
知
行
宛
行
状
(
面
迅
を
需
し
た
。

為
扶
助
[
]
」
石
令
宛
行
迄
、
」
目
録
別
紙
在
之
」
全
可
令
領
知
仍
」
如
件
、

慶
長
六
年

三
月
廿
七
日
忠
氏
(
花
押
)

湯
浅
勘
平
殿

石
高
の
部
分
が
破
損
し
て
お
り
何
石
を
与
え
ら
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
忠
氏
は
、
湯
浅

勘
平
と
い
う
人
物
に
所
領
を
与
え
て
い
た
。
文
中
に
、
「
目
録
別
紙
在
之
」
と
あ
り
知
行

78



宛
行
状
と
は
別
に
知
行
目
録
も
発
給
さ
れ
た
。

湯
浅
氏
は
文
禄
四
年
(
一
五
九
五
八
月
四
日
付
の
湯
浅
茂
左
衛
門
尉
宛
秀
吉
朱

爾
)

印
状
で
、
越
前
府
中
領
域
(
今
立
郡
・
丹
生
郡
)
に
五
0
0
石
の
所
領
を
秀
吉
か
ら
与

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
と
か
ら
湯
浅
氏
は
、
吉
晴
の
越
前
府
中
領
有
を
契
機
に
、
堀
尾

氏
の
家
臣
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
後
、
慶
長
九
年
(
一
六
0
四
十
月
十
二
日

粛
)

付
湯
浅
惣
左
衛
問
宛
福
島
正
則
知
行
宛
行
状
が
発
給
さ
れ
て
お
り
、
強
惣
左
衛
門
は

忠
氏
の
死
の
前
後
に
、
堀
尾
家
中
を
退
い
て
い
た
。

粛
)

ま
た
、
『
伯
老
杲
心
』
に
樋
口
彦
助
(
血
沸
)
・
同
勘
八
(
山
Ⅸ
)
、
小
杉
右
衛
門
佐
論

瑪
)
宛
の
忠
氏
知
行
宛
行
状
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
、
五
点
の
忠
氏
知
行
宛
行

状
を
確
竿
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 
忠
氏
の
知
行
方
目
録
に
つ
い
て

忠
氏
の
知
行
宛
行
状
と
と
も
に
発
給
さ
れ
た
知
行
目
録
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
史
僻

纂
所
所
蔵
の
「
蕪
美
神
社
文
晝
影
写
本
を
確
認
し
た
。
「
蘇
美
神
社
文
圭
臼
」
は
、
明
治

み
一
、

,

二
十
九
年
(
一
八
九
さ
に
三
河
国
幡
豆
郡
松
坂
村
現
愛
知
県
額
田
郡
幸
田
町
蕪
美
天

神
社
)
で
誘
し
、
同
三
十
四
年
の
八
月
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
影
写
し
た
も
の
で

あ
る
。
堀
尾
氏
の
発
給
文
書
で
家
臣
団
へ
の
知
行
目
録
は
、
こ
の
一
点
し
か
確
軍
き
な

論
彬
)
。

い

知
行
方
之
目
録

千
三
百
弐
十
石
之
内

意
宇
郡湯

屋
村
之
内

一
、
八
百
六
拾
四
石

弐
千
百
四
十
八
石
之
内

同

出
雲
郷
之
内

一
、
四
百
弐
拾
七
石

合
千
弐
百
九
拾
壱
石

内

一
、
四
百
弐
拾
石

浅
井
長
三
郎
と
の
へ

黒
田
三
介
と
の
へ

上
田
権
右
衛
門
尉
と
の
へ

(
力
)

今
村
介
守
と
の
へ

(
力
)

宮
崎
新
九
郎
と
の
へ

一
、
四
百
石

一
、
三
百
参
拾
石

一
、
八
拾
石

一
、
六
拾
石

以
上

右
<
勘
符
可
鋸
之
者
也

慶
長
六
年

(
堀
尾
)

忠
氏

三
月
廿
七
日

然
)
色
)

忠
氏
は
、
亘
于
郡
「
湯
屋
村
」
(
島
根
県
八
束
郡
東
出
雲
町
揖
邑
と
雷
券
村
」
(
同

八
束
郡
東
出
雲
町
)
の
士
地
を
浅
井
長
三
郎
と
他
四
名
の
家
臣
に
相
給
の
形
で
所
領
を

与
え
て
い
た
。
最
大
四
二
0
石
か
ら
、
最
低
は
六
0
石
を
知
行
地
と
す
る
。
湯
屋
村
(
揖

屋
村
)
で
は
、
他
に
揖
屋
神
社
へ
も
四
0
石
を
寄
進
し
て
い
る
。
ニ
カ
村
の
士
地
の
残
り

四
部
分
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
。
ま
た
、
八
0
石
・
六
0
石
と
い
う
小
規
^
な
知
行

地
を
与
え
ら
れ
た
人
物
も
見
ら
れ
る
た
め
実
際
に
地
方
知
行
制
が
取
ら
れ
て
い
た
か
な

ど
不
明
で
あ
る
。

文
書
に
見
え
る
人
物
の
う
ち
、
浅
井
長
三
郎
は
、
文
書
を
保
管
す
る
蕪
美
天
神
社
の
あ

る
三
河
国
須
美
郷
で
天
文
十
八
年
(
一
五
四
九
)
に
「
浅
井
弥
右
衛
岡
尉
無
」
の
活
動

所
)

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
享
和
二
年
(
一
八
0
己
の
「
松
平
知
行
所
須
美
村
明
細
帳
(
控
)
」

で
は
、
文
明
二
年
(
一
四
七
0
)
よ
り
浅
井
氏
は
、
一
無
美
天
神
社
の
神
主
を
務
め
て
い
た

(
棚
)

と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
浅
井
長
三
郎
は
、
三
河
国
須
美
郷
の
浅
井
氏
の
出
身
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
上
田
権
右
衛
門
尉
は
、
慶
長
八
年
(
一
六
9
二
)
十
一
月
に
中
村
一
忠
が
、

家
老
の
横
田
内
膳
を
殺
害
し
た
際
に
、
中
村
氏
へ
の
援
兵
と
し
て
派
遣
さ
れ
討
死
し
て

い
る
。
黒
田
三
介
・
今
村
介
守
・
{
呂
崎
新
九
郎
等
は
、
不
明
で
あ
る
。
堀
尾
忠
晴
期
の
「
出

侃
)

雲
・
隠
岐
堀
尾
山
城
守
家
中
給
知
帳
」
に
ょ
る
と
浅
井
姓
の
家
臣
に
浅
井
勘
左
衛
門
尉
、

儒
)

浅
井
杢
之
丞
、
浅
井
長
五
郎
が
い
る
。
上
田
姓
の
家
臣
に
上
田
萬
助
、
上
田
権
右
衛
問
・
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弥
平
次
上
田
助
兵
衛
、
上
田
吉
右
衛
問
が
確
雫
き
る
。
黒
田
姓
の
家
臣
に
は
、
黒
田

喜
八
郎
、
黒
田
讐
が
見
え
る
。
今
村
姓
の
人
物
は
、
今
村
権
七
今
村
弥
五
右
衛
門
尉
、

今
村
三
左
衛
門
尉
、
今
村
喜
助
、
今
村
右
衛
問
九
郎
、
今
村
市
郎
兵
衛
、
今
村
平
吉
、
今

村
勘
五
郎
、
今
村
平
太
、
今
村
右
馬
之
丞
、
今
村
九
七
郎
が
い
る
。

こ
こ
で
挙
げ
た
二
点
の
文
書
と
、
『
島
根
県
史
』
、
『
伯
老
星
心
』
所
収
の
知
行
宛
行
状
か
、

慶
長
六
年
(
一
六
0
一
)
の
知
行
割
は
忠
氏
に
ょ
り
家
臣
団
の
編
成
が
成
さ
れ
た
と
老
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
発
給
文
書
と
し
て
知
行
宛
行
状
と
知
行
目
録
が
出
さ
れ
て
お
り
、
坐

隠
岐
入
国
時
に
家
臣
達
が
、
忠
氏
と
主
従
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
、
忠
氏
が
国
主
で

あ
る
可
能
性
を
示
す
。

次
に
、
国
内
の
寺
梦
須
へ
の
寄
進
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
出
雲
入
国
時
の
国
主
を

確
定
す
る
。

第
三
節
寺
社
へ
の
寄
進
(
1
慶
長
六
・
七
年
1
)

家
臣
団
へ
の
知
行
割
が
行
わ
れ
た
直
後
慶
長
六
年
(
一
六
9
 
)
四
月
よ
り
堀
尾
氏

は
、
出
雲
国
内
の
寺
社
へ
の
領
地
の
寄
進
を
行
う
。
こ
れ
ま
で
確
腎
れ
た
文
書
は
、
堀

尾
家
の
重
臣
が
連
署
で
発
給
し
て
お
り
、
当
時
の
国
主
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
混
乱
を
招
く

要
因
と
な
っ
て
い
た
。
次
の
慶
長
六
年
卯
月
付
の
堀
尾
忠
氏
寄
進
状
は
出
街
主
が
忠

氏
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
す
。

二
種
類
の
形
式
で
寄
進
状
が
発
給
さ
れ
た
。
こ
の
寄
進
状
は
、
「
於
能
義
郡
安
田
村
之
内

百
石
之
地
寄
進
有
之
久
木
」
と
寄
進
す
る
士
地
の
範
囲
を
挙
げ
、
「
清
水
寺
」
と
宛
先
名
を

記
し
た
文
書
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
は
宛
先
名
を
記
載
せ
ず
、
文
中
に
「
能
義
郡
富
田
八

幡
領
之
声
と
宛
先
と
寄
進
地
を
本
文
中
に
記
し
た
形
式
の
寄
進
状
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
文
書
を
1
型
と
Ⅱ
型
に
分
類
し
た
。

1
型
堀
尾
家
四
奉
行
連
署
寄
進
状

徐
義
郡
安
田
村
之
内
直
石
之
地
寄
進
有
之
久
木
<
色
可
有
寺
務
之
旨
候

仍
如
件
、

御
出
冒
内
へ
の
寄
進
状

堀
尾
氏
は
、
慶
長
六
年
四
月
よ
り
出
雲
国
内
の
寺
社
へ
、
知
行
地
の
寄
進
を
行
い
。
翌

年
か
ら
大
規
模
な
検
地
を
行
っ
た
。
寺
社
か
ら
の
提
出
文
芹
に
つ
い
て
、
慶
長
六
年
二
月

@

の
「
岩
屋
寺
寺
暦
書
出
」
(
北
蜘
)
が
あ
る
。

慶
長
六
年
(
一
六
0
 
一
)
四
月
と
八
村
そ
し
て
翌
ヒ
午
'
.
・
'
河
に
嚇
尾
氏
重
臣
に
ょ
り
、

慶
長
六卯

月
廿
六
日

Ⅱ
型
堀
尾
家
四
奉
行
連
署
寄
進
状

能
義
郡
富
田
八
幡
領
之
事
、
」
於
當
庄
之
内
参
拾
石
之
地
寄
」
進
有
之
條
、
全

可
被
社
務
之
旨
候
、
仍
如
件
、蔵

人
頭

慶
長
六
年

卯
月
廿
六
日
貞
親
(
花
押
)

頼
厩
助正

秀
(
花
押
)

左
兵
衛
尉

貞
恒
(
花
押
)

掃
部
助宗

光
(
花
押
)

蔵
人
頭貞

親

頼
丹
助正

秀

左
築
餅

貞
恒

掃
部
助宗

光

清
水
寺

(
花
押
)

(
花
押
)

偲
)

(
花
押
)

余
)

(
花
押
)

命
那
)
,

(
Q
3

80



1
型
と
Ⅱ
型
文
書
の
現
存
状
況
を
ま
と
め
た
「
表
Ⅲ
」
で
あ
る
。

「
表
Ⅲ
」
慶
長
六
・
七
年
堀
尾
家
寄
進
状
現
存
状
況

「
表
Ⅲ
」
で
、
慶
長
六
・
七
年
(
一
六
0
 
-
 
S
0
こ
の
現
存
寄
進
状
は
、
一
三
一
点
あ
る
。

1
型
と
そ
の
変
形
の
文
書
が
、
全
体
の
半
数
以
上
の
十
九
点
を
占
め
る
。
次
い
で
Ⅱ
型
が

m
)

九
点
見
え
る
。
そ
の
ほ
か
の
形
式
の
も
の
四
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
1
型
と
Ⅱ

型
の
形
式
の
寄
進
状
が
、
出
雲
入
国
当
初
の
堀
尾
氏
寄
進
状
の
基
本
形
で
あ
っ
た
と
老
え

ら
れ
る
。
そ
の
他
に
重
臣
が
単
独
で
発
給
し
た
文
書
と
様
式
の
異
な
る
文
書
も
見
ら
れ
る
。

堀
尾
重
臣
の
発
給
し
た
文
書
は
い
ず
れ
も
出
雲
国
内
の
寺
社
へ
発
給
さ
れ
て
い
る
。

1

Ⅱ

9

2
 
出
雲
国
外
へ
の
寄
進
状

先
に
重
臣
に
ょ
る
寄
進
状
を
説
明
し
た
が
、
次
に
忠
氏
に
ょ
る
寄
進
状
を
説
明
t
る
。

こ
れ
は
、
伊
勢
神
宮
御
師
の
文
書
を
、
天
保
八
・
九
年
(
一
八
三
七
S
三
八
)
に
御
巫
清

(
把
)

直
が
編
輯
し
た
『
輯
古
帖
』
収
録
文
書
で
、
天
保
年
問
に
伊
勢
山
田
の
吉
澤
主
水
と
い

う
人
物
が
所
蔵
し
て
い
た
(
血
鄭
)
。
戸
重
県
史
』
資
淋
中
世
2
に
ょ
る
と
、
現
在
、

余
)

原
本
は
三
重
県
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
(
山
鄭
)
。

一
豊
人
〕

劣
大
神
宮
江
」
於
神
門
郡
馬
来
」
村
之
内
百
五
拾
石
」
令
寄
進
薦
畢
」
永
可
有
社

務
」
仍
如
件
、

信
濃
守

慶
長
六
年

忠
氏
(
花
押
影
)

卯
月
日

山
田吉

澤
太
夫
殿

寄
進
状
の
内
容
は
吉
澤
太
夫
宛
に
、
信
濃
守
忠
氏
が
、
伊
勢
大
神
宮
へ
神
岡
郡
馬

そ
の
他

合
計

来
林
(
出
雲
市
馬
木
四
内
一
五
0
石
を
寄
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
忠
氏
は
信
濃
守
に

、
、

慶
長
三
年
(
一
五
九
七
)
正
月
時
点
で
任
官
し
、
慶
長
八
年
三
月
二
十
五
日
に
出
雲
守

輪
)

へ
と
転
じ
る
。
令
寛
政
重
修
諸
家
壁
。
堀
尾
忠
晴
期
の
「
出
雲
・
隠
岐
堀
尾
山
城
守

而
)

家
中
給
知
帳
」
で
は
、
伊
勢
内
宮
へ
五
0
石
、
外
宮
へ
一
五
0
石
を
与
え
て
い
る
か
ら
、

劣
神
宮
外
宮
宛
の
寄
進
状
で
あ
る
っ
。
ま
た
、
宛
所
の
吉
澤
太
夫
は
、
劣
神
宮
外
宮

の
御
師
で
、
堀
尾
家
と
師
檀
関
係
を
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
寄
進
状
は
、
慶
長
六
年
と
い
う
入
国
直
後
の
寄
進
状
で
あ
り
、
堀
尾
忠
氏
が
国
主

で
あ
る
こ
と
を
示
す
重
要
な
"
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
同
年
の
寄
進
状
は
、
家
臣

に
ょ
り
希
し
た
出
雲
国
内
の
寺
社
宛
の
物
し
か
確
認
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
忠

氏
文
書
か
ら
入
国
当
初
、
領
国
外
の
寺
社
宛
に
、
忠
氏
が
寄
進
状
を
発
給
し
て
い
た
こ
と

爪
)

を
指
摘
し
て
お
き
た
い

0

こ
の
時
期
以
降
で
は
、
慶
長
六
・
七
年
(
一
六
0
 
-
 
S
0
二
)
に
発
給
さ
れ
た
ー
・
Ⅱ

型
の
形
式
を
含
ま
な
い
寄
進
状
も
現
れ
て
く
る
。
日
得
神
社
を
例
に
挙
げ
る
と
、
堀
尾

家
治
世
下
で
、
社
領
は
松
江
藩
に
収
公
さ
れ
、
改
め
て
寄
進
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
一
度
に

旧
領
t
べ
て
が
寄
進
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
臨
時
的
な
措
置
で
あ
っ
た
印
象
は
ぬ
ぐ
え

な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
状
況
は
、
 
1
型
と
Ⅱ
型
の
他
に
、
重
臣
単
独
の
寄
進
状
、
吉
晴

に
ょ
る
判
物
な
長
々
な
形
式
の
寄
進
状
を
受
け
て
い
る
状
況
か
ら
推
型
き
る
。
日
御

碕
神
社
で
は
、
元
和
六
年
(
一
六
二
0
)
に
な
り
宇
龍
浦
五
0
石
・
園
村
五
六
三
石
三
斗
、

爾
)

合
わ
せ
て
六
一
三
石
三
斗
が
公
的
飯
め
ら
れ
て
い
る
(
血
細
)
。
仁
多
郡
で
は
、
代
官

を
務
め
て
い
た
と
老
え
ら
れ
る
士
肥
甫
庵
が
、
落
合
貞
親
と
連
署
で
発
給
し
た
慶
長
九
年

の
寄
進
状
も
見
ら
れ
る
(
山
鵬
)
。
出
雲
大
社
・
鰐
淵
寺
の
よ
う
に
慶
長
七
年
以
後
の
検

地
を
も
と
に
、
慶
長
九
年
十
月
に
寄
進
状
の
発
給
を
受
け
た
寺
社
は
、
Ⅱ
型
の
型
式
に
近

い
文
書
(
山
鄭
S
血
糊
)
で
あ
る
。

入
国
当
初
の
堀
尾
氏
は
、
重
臣
の
連
署
で
寄
進
状
を
国
内
宛
に
、
 
1
型
「
於
能
義
郡

4

19
升1」

二1立

32
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安
田
村
之
内
百
石
之
地
寄
進
有
之
条
」
と
寄
進
t
る
士
地
の
範
囲
を
挙
げ
、
「
清
水
寺
」

と
宛
先
名
を
記
し
た
文
書
(
宛
名
を
記
し
た
方
式
)
と
Ⅱ
型
文
中
に
「
能
義
郡
富
田
八
幡

領
之
声
と
宛
先
と
寄
進
地
を
本
文
中
に
記
し
た
形
式
(
S
郡
S
領
之
事
と
記
し
た
方
式
)

の
二
種
類
発
給
し
て
い
た
。
領
国
外
の
寺
社
へ
は
、
忠
氏
自
身
が
寄
進
状
を
発
給
し
た
。

つ
ま
り
、
領
国
内
の
寺
社
へ
、
重
臣
一
同
に
ょ
る
連
署
形
式
の
寄
進
状
を
出
し
、
国
外
へ

は
忠
氏
の
寄
進
状
を
出
す
と
い
う
偉
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

対
外
的
な
折
衝
の
多
い
国
外
の
寺
社
へ
寄
進
状
を
発
給
し
た
堀
尾
忠
氏
が
、
入
国
当
初
の

出
雲
・
隠
岐
国
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
吉
晴
の
実
名
が
、
吉
定
↓
吉
直
↓
吉
胖
1
可
胖
1
可
晴
・
吉
晴
共
用
↓
吉

晴
と
変
化
し
た
時
期
を
、
吉
晴
の
発
給
文
書
よ
り
説
明
し
た
。
吉
晴
花
押
の
変
遷
か
ら
は
、

吉
晴
の
花
押
は
四
つ
に
分
類
で
き
る
。
特
に
、
Ⅲ
型
花
押
は
、
「
可
晴
」
を
名
乗
っ
た
時

期
に
も
使
用
し
て
い
る
、
さ
ら
に
花
押
の
変
遷
か
ら
年
未
詳
文
書
の
年
代
比
定
を
行
っ
た
。

吉
晴
所
領
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
佐
和
山
・
浜
松
に
お
け
る
吉
晴
領
及
び
尾
張
・
g
の

所
領
と
遠
江
西
部
の
太
閤
蔵
入
地
に
つ
い
て
新
知
見
を
加
え
た
。

忠
氏
は
、
慶
長
五
年
(
一
六
0
0
)
に
は
忠
氏
を
名
乗
っ
て
い
た
。
彼
が
、
堀
尾
{
条

臣
団
へ
の
知
行
宛
行
を
主
導
し
、
出
雲
国
外
の
寺
社
へ
忠
氏
が
寄
進
状
を
出
し
て
い
た
。

国
内
と
国
外
で
文
書
を
発
給
す
る
役
割
分
担
が
、
堀
尾
家
中
で
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
、
国
外
の
寺
社
へ
忠
氏
に
ょ
り
寄
進
状
発
給
が
な
さ
れ
た
事
は
、
国
主
が
忠
氏
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
と
墾
鯛
し
た
。

本
稿
付
載
の
「
堀
尾
氏
関
係
史
料
目
録
」
は
、
不
完
舎
も
の
で
あ
る
。
今
後
史
料
を

^
^
^
^
し
た
い
。
ま
た
、
^
^
中
^
^
に
つ
い
て
は
、
^
7
後
の
^
究
^
^
と
し
た
い
。

注
(
1
)
『
太
閤
記
』
は
、
吉
晴
に
仕
え
て
い
た
小
瀬
甫
庵
に
ょ
る
著
作
で
あ
る
。
忠
晴
へ
の
仕
官
の
焚
=

が
あ
っ
た
山
鹿
素
行
に
ょ
る
狸
の
『
武
家
事
紀
』
で
は
、
堀
尾
家
臣
堀
尾
但
馬
・
揖
斐
伊
豆

の
人
物
像
に
つ
い
て
、
素
行
の
親
族
が
仕
え
た
平
戸
藩
王
松
浦
将
編
『
武
功
雑
記
』
と
の
共
通

性
が
見
ら
れ
る
。

延
宝
六
年
(
一
六
七
八
)
に
書
写
さ
れ
左
響
不
詳
の
『
堀
尾
家
伝
』
(
国
立
公
文
書
館
所
越
な

ど
の
伝
器
の
成
立
が
見
ら
れ
る
。
幕
末
期
に
岡
谷
繁
実
に
ょ
り
『
太
閤
記
』
な
ど
諸
書
を
集
大

成
し
た
『
名
響
行
録
』
が
器
て
い
る
。

(
2
)
『
寛
永
諸
永
系
図
伝
』
に
は
堀
尾
氏
改
易
直
後
の
た
め
堀
尾
氏
の
器
は
な
く
、
需
類
の
提

出
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
幕
府
が
、
讐
の
家
譜
提
出
を
命
じ
、
貞
享
三

年
(
一
六
八
一
◇
に
成
立
し
た
員
享
書
上
」
に
堀
尾
家
と
姻
戚
関
係
を
持
つ
石
川
家
か
ら
堀
尾

氏
の
{
鉦
叩
が
提
出
さ
れ
た
。
「
貞
享
書
上
」
を
寛
政
十
一
年
(
一
七
九
九
)
に
編
集
し
た
『
譜
篠
録
』

が
現
存
し
、
『
寛
政
重
修
部
憩
蚕
巴
四
寮
材
料
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
堀
尾
家
菩
提
寺
で
あ
る
春

光
院
に
も
「
堀
尾
需
系
」
(
『
松
江
市
歴
史
叢
書
』
1
所
収
)
と
い
う
堀
尾
壽
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
坐
菌
内
の
認
に
は
松
平
直
政
・
綱
隆
に
仕
え
倫
響
黒
沢
石
斎
に
ょ
る
承
応
二
S
寛
文

元
年
(
一
六
五
三
S
六
一
)
に
曹
れ
た
『
懐
橘
談
』
が
あ
る
。
ま
た
、
黒
沢
長
尚
に
ょ
り
享
保

七
年
(
一
七
三
マ
に
『
再
誌
』
が
成
立
t
る
。
宝
暦
年
間
成
立
(
一
七
五
S
六
四
)
の
『
雲

陽
大
談
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
器
に
は
、
出
雲
各
郡
寺
社
の
由
来
な
ど
に
堀

尾
氏
に
関
わ
る
事
蹟
を
記
載
す
る
。
ま
た
、
松
平
氏
藩
政
下
の
松
江
藩
士
に
ょ
り
堀
尾
籍
帳
の

第
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
の
松
江
藩
の
儒
一
署
で
あ
っ
た
桃
節
山
に
ょ
る
『
出
織
史
』
に

堀
尾
三
代
の
歴
史
を
記
述
し
て
い
る
。
需
山
は
、
「
節
山
史
料
」
と
い
う
題
名
で
収
蛋
料
を
纏

め
て
い
る
が
、
未
見
で
あ
る
。
「
一
即
山
史
料
」
の
一
部
は
、
『
松
江
市
誌
』
狸
時
の
史
料
に
用
い

ら
れ
て
い
る

(
4
)
『
島
根
県
史
』
第
七
・
八
巻
、
島
俗
小
璽
壁
八
・
九
巻
)
一
九
三
0
年
。
(
名
著
出
版
よ
り
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一
九
七
二
年
劣
さ
れ
た
。
以
モ
特
に
明
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
獣
1
文
中
で
は
使
用
t
る
)
『
松

江
需
』
上
野
富
太
郎
・
野
津
静
一
郎
編
、
松
江
市
一
九
四
一
年
(
名
著
出
版
よ
り
一
九
七
三

年
停
剣
さ
れ
た
)
。

(
5
)
『
新
修
島
根
貴
』
通
史
編
1
、
島
根
県
一
九
六
七
年
。
(
臨
川
書
店
よ
り
一
九
八
四
年
野
さ

れ
た
)
を
代
表
と
t
る
島
根
晶
の
戦
後
の
自
治
体
史
に
は
恩
田
清
氏
の
「
出
吉
お
け
る
堀

尾
検
地
の
概
況
」
恩
田
清
著
『
郷
士
』
一
五
島
根
郷
士
研
究
会
、
一
九
六
三
年
な
ど
検
地
帳
を

分
析
し
た
研
究
が
多
い
。

(
6
)
堀
尾
吉
晴
の
人
物
伝
と
し
て
、
「
堀
尾
吉
晴
」
岩
成
博
著
『
大
名
列
伝
』
 
2
武
功
編
下
児
玉
圭
・

木
村
礎
編
、
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
。
「
堀
尾
吉
晴
」
藤
澤
秀
晴
著
『
山
陰
の
武
将
』
正
編
、

藤
岡
大
拙
・
藤
澤
秀
霧
山
陰
実
新
郡
、
一
九
七
四
年
。
『
堀
尾
吉
晴
』
島
田
成
矩
著
今

井
書
店
一
九
九
五
午

(
7
)
松
江
城
の
研
究
と
し
て
、
戦
前
の
研
究
と
し
て
、
「
千
鳥
城
の
築
城
と
そ
の
城
下
」
岡
田
射
雁
者
『
松

陽
新
報
』
一
九
0
六
年
四
月
(
『
郷
士
轟
島
根
叢
書
』
第
一
篇
島
根
縣
教
育
會
編
、
一
九
三
三

年
に
再
録
)
。

「
松
江
城
」
輩
充
安
著
『
島
根
県
史
要
』
、
島
誤
私
立
教
育
會
編
、
一
九
0
七
年
。
「
千
鳥
城

址
」
奪
燧
威
四
謡
『
島
根
畠
蹟
名
勝
天
然
黒
物
調
査
繋
口
第
二
回
』
、
島
根
旧
丙
需
霧

器
、
一
九
二
五
年
。
注
(
4
)
の
『
島
根
号
』
と
『
松
江
市
壮
鵬
を
諄
る
と
と
が
で
き
る
。

戦
後
の
研
究
と
し
て
『
重
要
文
化
財
松
江
城
天
守
閣
修
理
工
事
報
告
書
』
、
松
江
城
天
守
修
理
事

務
所
編
、
一
九
五
五
年
。
『
松
江
城
』
河
田
忠
親
著
、
今
井
書
店
一
九
六
七
年
。
『
松
江
城
の
城

郭
復
元
と
史
料
1
松
江
城
の
城
郭
図
を
め
ぐ
り
て
1
』
島
田
成
矩
著
、
発
行
元
不
明
、
一
九
七
0

年
。
「
1
松
江
城
の
城
郭
に
つ
い
て
1
一
島
田
成
矩
著
『
島
根
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
十
集
、

島
根
県
教
育
委
員
会
一
九
七
五
年
。
「
松
江
城
城
下
図
と
城
下
町
(
一
)
」
島
田
成
矩
著
『
松

江
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
松
江
工
業
高
等
専
問
学
校
、
一
九
七
六
年
。

「
松
江
城
城
下
図
と
城
下
町
(
己
 
1
松
江
の
発
生
と
そ
の
年
代
1
」
島
田
成
矩
著
『
松
江
工
業

高
等
専
問
学
校
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
一
九
七
七
年
。
「
松
江

城
城
下
図
と
城
下
町
今
三
島
田
成
矩
著
『
松
江
工
業
高
等
専
岡
学
校
研
究
紀
要
』
第
十
三

号
、
松
江
工
鬻
等
専
問
学
校
一
九
七
八
年
。
「
松
江
城
」
『
日
本
城
郭
大
系
』
一
四
新
人
物

往
来
社
、
一
九
七
九
年
。
『
増
補
松
江
城
物
語
』
島
田
成
矩
著
今
井
書
店
一
九
九
九
年
(
初

版
一
九
八
五
年
)
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
島
根
大
学
附
属
図
書
館
の
所
蔵
と

な
っ
た
「
堀
尾
期
松
江
城
下
町
禽
」
を
用
い
た
『
城
下
町
栓
を
歩
く
ー
 
1
栓
の
誕
生
と

町
の
し
く
み
1
」
ふ
る
さ
と
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
山
陰
の
県
{
と
文
化
2
、
松
尾
寿
著
た
た
ら
書
房
、

一
九
八
六
年
が
、
発
表
さ
れ
る
。
他
に
発
掘
調
査
関
係
の
報
告
書
な
ど
多
数
の
松
江
城
関
係
の
研

究
が
存
在
す
る
。

(
8
)
「
堀
尾
家
殴
」
『
新
修
島
根
旧
重
』
資
希
2
所
収
は
、
底
三
年
(
一
八
六
七
)
の
筆
写
で
あ
り
、

他
の
史
料
の
ず
弊
を
ど
の
程
度
受
け
て
い
る
か
、
史
料
批
判
を
行
い
な
が
ら
利
用
t
る
必
要
が
あ

る
。

(
9
)
武
功
夜
話
に
関
t
る
史
県
判
は
、
『
魯
『
武
功
夜
話
』
の
研
究
』
藤
本
正
行
・
鈴
査
哉
著

洋
泉
社
、
一
る
0
二
年
に
代
表
さ
れ
る
響
説
を
と
る
研
究
が
あ
る
。

栗
調
査
を
行
っ
た
轟
研
究
と
し
て
「
『
武
功
壽
』
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
つ
て
」
三
鬼
清
一
郎

著
、
『
織
豊
期
研
究
』
 
2
、
織
豊
期
研
究
会
、
一
る
0
0
年
。
「
家
伝
史
料
『
武
功
夜
話
』
の
研
究
」

3
、

小
和
田
哲
墨
二
日
本
歴
史
』
泛
、
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
八
年
が
あ
り
、
新
人
物
往
来
社
版
『
武

27

功
夜
話
』
は
、
江
戸
中
頃
か
ら
幕
末
に
か
け
て
加
筆
等
を
加
え
た
写
本
と
t
る
。

(
W
)
『
堀
尾
吉
晴
と
忠
氏
』
佐
々
木
倫
朗
著
松
江
市
教
育
委
昌
谷
松
江
市
ふ
る
さ
と
文
庫
4
、

二
0
0
八
年
(
単
著
a
と
す
る
)
。
「
初
代
藩
王
は
誰
?
」
同
著
(
『
松
江
藩
の
時
代
』
山
陰
実
新

器
、
二
0
0
八
年
。
初
出
二
0
0
七
年
。
論
文
a
と
す
る
)
。
「
W
藩
王
再
論
」
同
著
(
『
山
陰

奥
新
報
』
二
0
0
九
年
九
月
二
十
六
日
・
十
月
三
日
付
紙
面
。
論
文
b
と
す
る
)
。

(
Ⅱ
)
『
城
下
町
松
江
の
誕
生
と
町
の
し
く
み
』
松
尾
孝
者
松
江
市
教
育
委
員
会
松
江
市
ふ
る
さ
と

文
庫
5
、
一
る
0
八
年
(
注
(
7
)
『
城
下
町
松
江
を
歩
く
ー
 
1
松
江
の
誕
生
と
町
の
し
く
み
1
』
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ふ
る
さ
と
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
山
陰
の
自
然
と
文
化
2
、
松
尾
寿
著
た
た
ら
書
房
、
一
九
八
六
午
を

全
面
野
し
て
い
る
J

(
口
)
『
堀
尾
吉
晴
,
松
江
城
へ
の
道
』
山
根
正
明
著
松
江
市
教
育
委
員
会
松
江
市
ふ
る
さ
と
文
庫
6
、

二
0
0
九
年

(
玲
)
『
織
餘
録
』
に
ょ
る
と
堀
尾
忠
晴
は
、
娘
の
嫁
い
だ
石
川
家
に
、
堀
尾
氏
の
関
係
文
書
を
引
轟

が
せ
て
い
る
。
堀
尾
吉
晴
・
忠
氏
・
忠
晴
等
堀
尾
一
族
の
需
を
載
せ
る
『
寧
固
瓢
筵
(
国
立

公
文
書
館
所
蔵
)
の
表
紙
見
返
し
に
亀
山
藩
石
川
家
の
人
に
ょ
り
書
か
れ
た
旨
発
さ
れ
て
い
る
。

藤
澤
秀
晴
氏
は
、
「
堀
尾
吉
晴
」
『
山
陰
の
怠
』
に
お
い
て
石
川
憲
之
(
講
外
孫
)
の
残
し
た

書
と
す
る
が
、
典
拠
を
明
記
し
て
い
な
い
。

(
N
)
堀
尾
一
族
の
う
ち
、
但
馬
の
家
は
、
松
平
直
政
に
仕
え
、
松
江
藩
士
と
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
の
所

蔵
し
た
史
料
は
、
明
鞭
新
後
明
治
三
十
六
年
(
一
九
9
己
一
月
五
日
未
明
の
古
江
籍
願

寺
の
火
災
令
山
陰
新
聞
』
明
治
三
十
六
年
一
月
六
日
付
)
に
ょ
り
、
伝
来
文
書
の
多
く
を
失
っ
た

と
、
『
島
根
塾
』
 
8
に
記
曾
れ
て
い
る
。

(
巧
)
東
京
大
学
史
料
狸
所
の
史
獄
訪
で
堀
尾
家
臣
で
あ
っ
た
湿
家
山
路
永
(
需
類
と
「
堀

尾
家
給
低
異
本
の
影
写
あ
り
)
の
史
料
甜
査
さ
れ
て
い
る
。

伯
耆
国
会
見
郡
皆
生
村
(
米
子
市
内
)
に
堀
尾
家
臣
が
移
住
し
た
こ
と
が
伯
耆
の
地
竺
伯
耆
民

獣
筵
に
見
え
、
幕
末
の
鳥
取
藩
官
選
地
竺
伯
耆
士
心
』
に
関
係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

谿
)
文
中
引
用
史
料
は
、
「
堀
尾
氏
関
係
史
料
目
録
」
(
山
)
と
対
照
さ
せ
て
い
る
。

(
Ⅱ
)
『
岐
阜
墨
』
資
握
胴
古
代
中
世
生
坪
内
文
書
n
号

(
玲
)
『
大
日
本
史
料
』
Ⅱ
1
2
。
他
に
『
兵
庫
畠
』
次
n
胴
中
世
3
、
柏
原
八
幡
鴛
文
書
8
・
9
牙

(
玲
)
『
東
浅
井
郡
杢
 
1
 
池
野
文
書
1
号

⑳
「
第
二
章
中
世
の
今
立
町
第
三
節
織
豊
時
代
の
今
立
町
」
松
原
信
之
執
筆
『
今
立
黒
』
第

九
八
一

一
年

一
巻
本
編
、
今
立
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
、

『
福
井
Ⅲ
山
↑
資
判
編
6
に
収
録

(
幻
)
『
今
立
需
』
 
2
、
三
田
村
家
文
勇
号
。

他
↑

(
器
)
『
福
井
号
』
資
希
6
、
佐
治
覚
右
衛
門
家
文
書
幻
号

(
器
)
『
福
井
塾
』
資
淋
5
、
上
坂
一
夫
家
文
書
器
号

余
)
色
川
本
田
中
文
書
(
東
京
大
学
史
料
狸
所
所
蔵
謄
写
本
)
。
『
柳
川
の
歴
史
3
 
筑
後
国
主
田
中

吉
政
・
忠
政
』
中
野
等
著
柳
川
圭
編
集
委
員
会
ご
一
0
0
七
年
で
は
、
「
田
中
民
部
大
輔
書
状

写
」
(
儷
義
塾
崟
畢
田
爰
文
庫
所
蔵
)
を
用
い
た
読
み
下
し
文
を
載
せ
る
。

余
Y
汪
(
W
)
佐
々
木
倫
朗
単
著
a

飴
)
『
柏
原
八
幡
#
伝
予
貞
料
目
録
』
柏
原
町
歴
史
民
俗
資
欝
調
査
報
告
1
、
柏
原
町
歴
史
民
俗
資

P
B
編
一
九
九
三
年

(
野
)
『
杢
呈
復
興
蓮
法
要
記
今
茜
西
恩
寺
(
福
井
旧
丕
局
浜
町
)
一
九
九
七
年

(
器
)
『
秀
吉
を
支
え
た
武
将
田
中
吉
政
』
、
市
立
長
張
歴
史
博
物
館
・
岡
崎
市
美
復
物
館
・
柳
川

古
善
儒
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
二
0
0
五
年
。
 
U
頁

西
)
『
三
戸
市
史
』
第
一
巻
二
戸
市
里
四
ん
委
員
希
、
二
0
0
0
年
。
臨
頁

(
四
『
大
日
本
史
料
』
姶
1
U
 
補
遺
狗
真
慶
長
十
六
年
(
一
六
三
)
六
月
十
七
日
条

(
迅
『
柘
国
寺
蔵
西
笑
和
尚
文
案
』
伊
藤
真
昭
、
上
田
純
一
、
原
田
正
俊
秋
宗
康
子
共
編
、
思
文
閣
出
版

二
0
0
七
年
。
 
M
頁

(
噐
)
『
今
立
器
』
籍
編
2
、
今
立
町
一
九
八
一
年
。
口
絵
写
真

露
)
『
武
生
市
史
』
資
鷲
吊
神
社
・
佛
寺
所
蔵
文
書
、
一
九
六
五
午
口
塗
真

(
誕
)
局
池
蜑
に
お
い
て
、
水
野
忠
重
の
殺
害
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
重
傷
を
負
う
事
と
な
っ
た
。
事

件
は
、
吉
県
、
水
野
忠
重
と
加
賀
井
秀
望
と
同
席
し
た
際
に
、
秀
望
に
ょ
り
、
忠
重
は
殺
害
さ
れ
た
。

秀
望
は
、
吉
晴
§
ち
取
ら
れ
た
が
、
忠
重
の
家
臣
等
に
吉
晴
の
忠
重
殺
害
を
疑
わ
れ
、
負
傷
し

た
と
さ
れ
る
。
慶
長
五
年
八
月
二
日
と
同
月
十
三
日
付
堀
尾
帯
刀
宛
希
{
康
書
状
需
牒
餘
録
』

<
堀
尾
帯
刀
>
所
収
)
で
、
{
震
は
吉
晴
へ
の
見
舞
状
を
出
し
て
い
る
。
吉
晴
は
、
翌
年
、
{
一
康
の

前
で
関
ケ
煉
介
鞍
時
に
負
傷
し
、
浜
松
に
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
『
改
定
史
符
軍
覧
』
部
『
慶

^
^
^
ト
立
^
↓
^
^
一
^
弌
^
^
^
プ
ー
ー
.
^
日
^
^

84



(
舗
)
慶
長
五
年
八
月
八
日
付
田
中
吉
次
宛
書
状
写
で
は
、
岡
崎
で
治
癒
を
受
け
た
礼
を
述
べ
て
お
り
、
「
印

判
写
」
発
さ
れ
花
押
を
用
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
御
武
功
記
」
『
山
内
亥
史
料
』
(
一
豊
八
患

の
慶
長
五
年
八
月
二
十
六
日
付
吉
晴
書
状
写
で
は
、
「
印
判
」
を
使
用
し
て
い
る
。

(
豁
)
『
武
家
事
紀
』
巻
飢
『
山
鹿
素
行
全
集
』
所
収
文
書

(
部
)
(
天
正
二
十
年
)
(
一
五
九
二
)
十
月
十
日
付
関
白
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
『
青
索
史
』
喜
1
、

Ⅸ
号

(
絽
)
文
禄
二
年
(
一
五
九
邑
卯
月
付
制
札
(
浜
松
市
中
区
普
済
寺
蔵
)
が
末
需
。

西
)
出
契
社
宝
物
館
所
蔵

(
如
)
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
影
写
本

(
U
Y
在
(
迅
。
細
頁

(
此
)
『
没
後
四
0
0
年
木
食
応
其
』
特
別
展
図
録
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
編
、
二
0
0
八
年
。
"
真

(
娼
)
「
堀
尾
古
記
」
『
新
修
島
根
県
史
』
資
料
編
2
は
、
天
正
十
二
年
S
正
保
元
年
(
一
五
八
四
S

一
六
四
四
二
月
ま
で
の
巽
で
あ
り
、
堀
尾
期
の
出
雲
お
情
勢
を
伝
え
る
史
埜
あ
る
。

(
"
)
『
大
日
本
史
料
』
姶
1
8
。
慶
長
十
六
年
(
一
六
一
一
)
六
月
十
七
日
条

(
,
汪
(
g

(
妬
)
「
御
手
懐
見
晝
『
大
日
本
史
料
』
松
1
ー
。
慶
長
八
年
三
月
三
日
条

(
好
)
「
御
手
偲
星
青
」
『
大
日
本
史
料
』
口
1
3
。
慶
長
十
一
年
三
月
一
日
条

(
娼
)
注
(
如
)
。
慶
長
十
五
年
二
月
ま
で
の
使
用
が
確
雫
き
る
。
今
後
、
未
張
の
年
未
妾
勇

年
代
比
定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
四
)
『
新
修
島
根
量
』
資
儲
2

弱
)
『
松
江
市
歴
史
叢
書
』
 
1

(
駐
)
堀
尾
氏
旧
領
の
地
域
で
麺
県
ぎ
れ
た
地
曹
つ
い
て
充
分
に
調
査
し
て
い
な
い
が
、
遠
江
国
内
で

近
世
に
篇
、
れ
た
『
掛
川
誌
稿
』
、
『
遠
江
国
風
士
記
伝
』
に
は
堀
尾
氏
に
関
わ
る
記
事
を
確

(
認
)
円
成
寺
所
蔵
。
注
(
6
)
『
堀
尾
士
邑
島
田
成
矩
著
、
窈
頁
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

翁
)
『
糎
一
宗
璽
』
第
5
巻
、
詑
号

こ
の
書
状
は
、
『
柳
川
の
歴
史
3
 
筑

(
邑
「
東
京
大
学
史
料
一
狸
所
所
蔵
編
年
文
書
家
分
」

乾
舗
。

後
国
主
田
中
吉
政
・
忠
政
』
中
野
等
著
、
柳
川
市
史
編
集
委
員
会
二
0
0
七
年
に
東
京
大
学
史

准
器
所
所
蔵
田
琴
本
倫
み
下
し
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

露
Y
汪
(
邑

(
鶚
)
注
(
四
「
堀
尾
{
雷
讐
」
に
元
飽
二
年
(
一
五
七
J
 
に
近
江
国
長
雫
三
0
0
石
を
与
え
ら

れ
た
と
あ
る
。
大
野
木
は
、
近
江
国
坂
田
郡
内
で
あ
る
た
め
、
堀
尾
吉
晴
鋸
方
目
曾
見
え
る
「
平

野
分
、
三
 
0
四
石
」
と
見
え
五
堀
尾
家
臣
に
組
み
込
ま
れ
た
平
野
氏
の
所
領
に
含
ま
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。

(
訴
)
『
史
跡
黒
井
城
跡
保
存
管
郡
画
策
定
報
告
書
』
、
兵
庫
県
春
日
町
編
、
兵
庫
県
春
日
町

一
九
九
三
年

(
認
)
『
命
旧
貫
』
轟
編
中
世
4
、
柏
原
八
幡
神
社
1
号

認
で
き
る
。

(
四
注
(
四

(
釦
Y
荘
(
●
)
、
「
堀
尾
需
録
」
で
は
、
「
希
小
浜
三
プ
、
壱
万
石
、
始
テ
城
主
二
被
仰
付
」
と
あ
る
。

「
小
浜
」
は
、
「
覆
」
の
誤
り
で
あ
る
と
老
え
ら
れ
る
。

(
包
注
(
邑

(
能
)
「
佐
和
山
城
と
甚
領
玉
尾
毛
介
(
古
晞
)
 
1
天
正
一
三
年
閏
八
月
廿
一
日
付
け
堀
尾
毛
介
宛

て
魂
秀
吉
「
新
所
々
知
行
方
目
録
」
の
検
討
1
」
村
井
毅
史
著
『
近
江
佐
和
山
城
・
彦
根
城
』
、

城
訟
蓼
編
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
二
0
0
七
年

(
郁
Y
征
(
給
)
「
堀
尾
吉
晴
語
目
録
」
で
、
「
犬
上
郡
徐
分
」
三
、
0
五
五
石
、
「
坂
田
郡
平
野
分
」
一

-
 
0
四
石
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
久
徳
分
」
に
つ
い
て
、
犬
上
郡
多
賀
庄
内
(
彦
根
市
と
魯
町

一
帯
)
三
、
0
0
0
石
の
知
行
を
誘
る
天
正
十
一
年
(
一
五
八
一
己
八
月
朔
日
付
「
徐
左
近
兵

衛
男
羽
柴
秀
士
嶺
知
宛
行
状
写
」
『
新
修
根
市
史
』
第
五
巻
剛
号
と
同
日
付
「
久
徳
左
近
兵
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衛
尉
鋸
目
録
写
」
『
新
修
根
市
史
』
第
五
巻
衞
号
が
残
さ
れ
犬
上
郡
内
の
堀
尾
領
は
久

徳
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
坂
田
郡
の
平
野
分
に
つ
い
て
は
、
「
鋸
方
目
録
」
が
残

さ
れ
て
い
な
い
。
注
(
g
 
の
村
井
氏
論
文
で
は
、
『
信
長
公
記
』
に
見
え
る
近
江
衆
の
平
野
士
佐

守
か
、
そ
の
一
族
と
推
測
し
て
い
る
。

(
悦
Y
涯
(
W
)
佐
々
木
倫
朗
単
著
a

露
Y
汪
金
)
山
根
正
明
著

8
、

(
鉐
)
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
 
0
、
釣
号

02

(
脚
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
滋
賀
県

(
朋
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
滋
賀
県
。
天
正
十
九
年
に
も
秀
吉
の
直
轄
地
で
あ
る
。

(
釣
)
 
S
 
介
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
滋
賀
県

(
π
)
例
え
ば
、
若
狭
の
鉄
を
朝
妻
よ
り
大
垣
ま
で
の
運
搬
(
鸞
器
)
、
東
山
大
仏
殿
造
営
の
木
材
の
柏

原
よ
り
嬰
ま
で
の
運
搬
(
地
紛
)
、
杜
争
作
事
用
木
材
の
美
濃
程
よ
り
里
ま
で
の
器
(
M

器
)
な
ど
物
資
の
輸
送
を
行
っ
て
い
る
。

(
袷
)
『
新
修
彦
根
市
史
』
第
5
巻
、
脚
号

元
)
『
山
内
蚕
料
』
一
曲
豆
公
紀
、
山
内
{
蚤
料
刊
行
委
員
会
編
、
山
内
神
社
宝
物
資
譜
二
九
八
0
年
。

明
治
末
S
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
ま
で
「
山
内
塞
永
參
碍
所
」
工
1
れ
た
山
内
家
歴
代
藩

主
の
鴛
の
う
ち
初
代
山
内
一
豊
の
循
。
戦
災
に
ょ
り
原
史
料
の
多
く
が
失
わ
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

元
)
『
難
窃
業
録
』
6
所
収
文
書

元
)
財
団
法
人
石
川
文
化
聖
財
団
お
茶
の
水
図
書
蔑
簣
堂
文
庫
所
蔵
堀
尾
文
書
。

(
π
)
 
S
 
西
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
愛
知
県

(
即
)
徳
川
{
黍
領
の
磐
田
郡
条
一
、
0
0
0
石
分
も
老
え
ら
れ
る
。

(
釘
)
『
愛
知
県
史
』
資
料
編
松
、
山
号
。
「
織
鼎
雄
分
雛
」
は
、
曾
侃
の
尾
張
・
g
領
有
時

代
の
家
臣
団
の
知
行
地
を
貫
高
柔
忍
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
『
希
県
史
』
資
料
編
松
で
は
、

天
正
十
三
年
(
一
玉
八
五
当
時
の
知
行
地
を
各
給
人
単
位
で
書
き
上
げ
た
と
し
、
天
正
十
一
年

の
検
地
に
基
づ
く
宛
行
を
基
礎
と
し
、
小
牧
・
長
久
手
合
戦
中
の
知
行
替
や
戦
後
の
加
増
な
ど
知

行
地
の
変
動
を
反
映
し
て
い
る
。
天
正
十
一
 
S
十
三
年
の
織
田
儒
宛
行
状
を
回
収
し
作
成
し
た

と
考
え
ら
れ
、
小
牧
・
長
久
手
合
戦
の
後
の
信
雄
領
国
の
莱
に
伴
い
変
動
し
た
知
行
の
変
動
を

希
握
t
る
目
的
で
侮
さ
れ
た
と
す
る
。

(
認
)
「
第
八
章
天
下
人
の
直
轄
地
第
二
節
炉
遅
豊
則
の
支
配
」
白
峰
旬
勃
卓
『
新
修
名
古
屋
血
』

第
二
巻
新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
編
、
一
九
九
八
年
。
尾
張
の
堀
尾
領
の
状
況
は
不
明

で
あ
る
。

(
器
)
『
思
文
閣
古
書
倫
目
録
』
郡
卯
号

(
迅
 
S
 
(
卯
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
三
重
県

(
飢
)
『
三
重
畏
』
資
淋
近
世
1
、
断
号
・
山
号

(
兜
)
亀
山
市
博
物
館
所
蔵
。
「
亀
山
と
天
下
人
」
小
図
録
写
真
よ
り
翻
刻
し
た
。

露
)
『
三
重
哩
賀
』
資
希
近
世
1
、
 
W
号

(
別
)
「
崟
城
」
『
日
本
城
郭
大
系
』
 
9
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
0
年
。
『
長
者
屋
敷
造
跡
崟
城
跡
・

中
冨
田
西
浦
遺
跡
』
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
鄭
1
ー
、
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
六
年

(
鮖
)
『
第
4
回
亀
山
市
文
化
財
調
査
速
報
展
示
瓦
』
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
亀
山
市
博
物
館
編
、
二
0
0
八

年

(
蛤
)
同
右
。
出
士
瓦
と
石
垣
石
材
か
ら
、
堀
尾
氏
の
崟
城
整
備
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
町
)
『
三
重
墨
』
獅
編
近
世
1
、
川
号

(
蛤
Y
汪
(
弓
の
鴛
に
関
係
史
業
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

西
)
『
近
暢
期
社
会
の
基
礎
構
造
』
本
多
隆
僻
、
吉
川
弘
文
館
一
九
八
九
年

爾
)
注
元
)

(
川
)
財
鼎
人
石
川
文
化
事
業
財
団
お
茶
の
水
県
一
蔑
簣
堂
文
庫
所
蔵
。
堀
尾
文
書
。
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(
呪
)
第
二
節
吉
晴
花
押
の
変
遷
で
述
べ
た
Ⅲ
型
花
押
で
あ
る
。

余
)
・
余
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
繋
静
岡
県

(
妨
)
『
日
本
鼎
大
辞
典
』
で
は
、
「
川
成
」
を
洪
水
の
た
め
に
士
砂
溌
出
し
て
川
原
に
な
っ
た
荒
里
、

こ
の
士
地
の
年
貢
課
役
は
免
除
さ
れ
て
い
た
と
t
る
。

(
鄭
)
『
日
本
鼎
大
辞
典
』
で
は
、
「
永
荒
」
を
災
害
な
ど
の
た
め
に
田
畑
や
屋
敷
が
復
旧
の
見
込
み
の

立
た
な
い
ほ
ど
荒
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
断
Y
涯
(
明
)
の
本
多
氏
に
ょ
る
山
内
氏
領
域
の
研
究
に
よ
る
と
、
慶
長
二
S
三
年
(
一
五
九
七
S

九
八
)
に
か
け
て
各
村
で
ほ
ぼ
一
 
0
%
前
後
の
減
収
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
佐
野
郡
平
野
村
で
は
、

文
禄
四
年
と
慶
長
四
年
を
比
較
す
る
と
定
物
成
は
三
分
の
一
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
要

因
は
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
毎
年
川
成
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
不
作
地
が
累
積
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
堀
尾
領
内
で
も
同
様
の
楚
に
陥
っ
て
い
た
と
と
が
、
こ
の

史
料
か
ら
窺
っ
と
と
が
で
き
る
。

(
鵬
)
『
検
証
・
山
内
一
豊
伝
説
』
渡
辺
淳
著
議
社
二
0
0
五
年
。
鄭
・
断
頁
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(
鵬
)
美
老
連
署
知
行
宛
行
状
写
『
術
{
康
文
書
の
研
究
』
署
細
S
揃
頁

余
Y
汪
(
幻
)

金
)
慶
長
五
年
五
月
十
三
日
付
堀
尾
纂
守
宛
豊
臣
家
三
奉
行
連
署
書
状
写
。
「
加
賀
古
文
書
」
『
加
賀

藩
史
料
』
 
1
所
収
。
加
賀
か
ら
江
戸
へ
向
う
前
田
{
条
臣
に
、
浜
松
で
米
と
大
豆
を
与
え
る
こ
と

(
徐
)
。
同
年
六
月
二
十
五
日
付
堀
尾
信
濃
守
他
七
名
宛
豊
臣
家
三
奉
行
連
署
書
状
「
兼
松
文
聿
ど
。

会
津
攻
め
に
従
軍
す
る
兼
松
正
吉
へ
の
兵
糧
と
轟
の
蒋
を
東
海
道
筋
の
領
主
へ
命
じ
ら
れ

堀
尾
忠
氏
に
、
一
建
江
国
見
付
(
磐
田
市
)
で
兼
松
正
吉
へ
仏
将
を
行
う
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

磊
送

嵒
)
「
堀
尾
金
助
と
裁
断
橋
」
山
田
秋
衛
著
『
熱
田
裁
断
橋
物
語
』
社
本
器
編
、
姥
堂
裁
断
橋
保
存
会
・

堀
尾
遺
跡
顕
彰
会
、
一
九
七
0
年
、
(
詔
『
堀
尾
金
助
と
裁
断
橋
』
文
化
財
叢
電
条
三
一
号
、
名

古
屋
市
文
化
財
調
査
保
存
委
員
会
一
九
六
二
怨
に
は
愛
知
県
大
口
町
桂
林
寺
蔵
『
古
城
由

詣
』
(
明
和
年
問
の
成
立
力
)
に
吉
晴
の
従
弟
と
の
説
を
挙
げ
る
。
「
第
七
章
全
国
制
覇
に
む
か
っ

て
第
四
節
豊
臣
秀
吉
の
登
場
」
加
藤
益
幹
執
筆
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
二
巻
で
は
尾
張

に
士
着
し
た
堀
尾
氏
の
一
族
の
出
身
で
あ
る
可
佐
が
高
い
と
す
る
。
『
堀
尾
吉
晴
』
島
田
成
矩
著

で
は
、
尾
張
の
堀
尾
氏
出
身
で
、
吉
晴
の
養
子
と
な
っ
た
と
の
説
を
掲
け
る
。

余
)
「
浅
野
幸
長
蔚
山
籠
城
響
状
案
紙
」
『
大
日
本
古
文
書
』
浅
野
家
文
書
断
号

金
)
『
織
際
録
』
<
堀
尾
帯
刀
>
所
収

余
)
『
今
立
器
』
資
欝
2
§
面
村
{
委
書
器
号

(
山
)
『
改
定
史
篭
契
陛
鉛
、
『
慶
長
年
中
上
徳
』
慶
長
五
年
(
一
六
0
0
)
九
月
十
五
日
条

6
、

2

(
川
)
『
関
ケ
原
合
戦
と
近
世
の
国
制
』
笠
谷
和
比
古
著
思
文
閣
出
版
二
0
0
0
年
。
関
ケ
原
合
戰
で

知
行
宛
行
状
を
発
給
せ
ず
、
 
R
頭
伝
達
に
ょ
り
因
寓
貝
を
与
え
た
と
す
る
。

余
Y
汪
(
四

余
)
『
那
須
文
化
研
究
』
 
B
 
「
黒
羽
町
所
蔵
の
関
ケ
原
合
戦
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
§
ぢ
、

31

(
櫛
)
『
相
国
寺
蔵
西
笑
和
尚
文
安
杢
翻
号

(
辺
)
・
(
彪
)
注
(
4
)
『
島
根
畠
』
第
8
巻
、
 
U
頁

余
)
湯
浅
轟
は
大
正
十
五
年
(
一
九
王
◇
千
帋
向
寒
川
町
湯
浅
豊
作
氏
所
蔵
文
書
を
影
写
し
た
。

現
在
所
在
不
明
で
あ
り
、
情
報
を
ご
存
知
の
方
は
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

途
)
『
福
井
塾
』
資
淋
2
 
湯
浅
文
書

儒
)
東
京
大
学
史
1
所
所
蔵
影
写
本

(
Ⅸ
)
『
因
伯
讐
』
 
4
。
『
伯
老
星
膿
は
、
文
書
年
号
や
記
事
に
将
を
要
す
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
堀
尾
家
臣
の
樋
口
氏
の
由
緒
と
し
て
、
大
坂
の
陣
の
後
、
堀
尾
氏
に
仕
官
し
、
元
和
六
年

(
一
六
二
0
)
の
年
号
の
知
行
宛
行
状
の
発
給
を
受
け
る
と
あ
る
。
し
か
し
、
忠
氏
の
没
年
か
ら
こ

の
文
書
は
、
慶
長
六
年
で
あ
る
と
雄
し
た
。
ま
た
、
「
堀
尾
家
巽
」
で
は
、
樋
口
彦
助
が
、
関
ケ

原
合
唯
堀
尾
勢
の
中
に
見
え
る
。
樋
口
氏
・
小
杉
氏
の
他
服
部
茂
大
夫
笑
庵
五
郎
八
、
二
{
呂

久
治
郎
の
畢
が
見
え
、
伝
来
文
書
を
収
録
t
る
。
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(
噺
)
愛
知
県
額
田
郡
幸
田
町
蕉
美
天
神
社
所
蔵

(
瑠
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
島
根
県
。
揖
屋
村
と
も
呼
ぱ
れ
て
い
る
。

(
凶
)
同
右
。
現
在
の
東
出
雲
町
出
雲
郷
付
近
。
読
み
方
は
、
あ
だ
か
い
、
あ
た
か
い
、
あ
だ
か
え
、
と

も
読
む
が
、
現
在
は
、
あ
だ
か
や
、
と
読
ま
れ
る
。

(
部
)
天
文
十
八
年
(
一
五
四
九
)
四
月
七
日
付
本
證
寺
門
徒
連
判
状
。
『
岡
崎
市
史
』
史
料
古
代
中
世

本
璽
文
書
1
号
。
浅
井
長
三
郎
と
の
直
接
の
系
禽
係
は
、
不
明
で
あ
る
。

(
轍
)
『
幸
田
町
史
』
資
淋
1
、
釦
号
。
原
本
は
、
蚕
区
有
。
蕪
美
天
神
社
は
「
牛
頭
天
王
」
と
さ
れ
、

「
当
社
神
主
浅
井
弥
次
左
衛
門
迄
文
明
二
年
よ
り
九
代
神
谿
続
申
候
」
と
あ
る
。

冒
互
坂
村
誌
』
左
右
田
才
次
郎
編
、
国
書
刊
行
会
一
九
八
二
年
(
初
版
一
九
三
四
年
)
。
で
は

浅
井
家
が
代
々
神
主
を
勤
め
た
あ
り
、
『
幸
田
文
化
財
め
ぐ
り
』
幸
田
町
教
育
委
員
会
編
、
幸
田
町
、

一
九
八
四
年
で
は
、
永
禄
年
間
か
ら
浅
井
氏
煮
美
天
#
の
神
主
を
勤
め
た
と
記
N
れ
る
。

(
魏
)
「
出
雲
・
體
堀
尾
山
城
守
夕
市
鈴
帳
」
、
『
松
江
市
歴
史
叢
書
』

1

(
鄭
)
翻
刻
で
は
、
「
浅
野
」
と
器
さ
れ
る
が
、
弁
市
歴
史
資
欝
整
備
室
所
蔵
の
写
真
で
「
浅
井
」

と
確
認
し
た
。

(
劇
)
『
仁
多
鷲
』
岩
屋
寺
文
書
2
号
。
寺
の
由
緒
と
寺
領
の
変
遷
を
記
す
。
宛
先
の
士
肥
甫
庵
は
入

国
時
の
仁
多
郡
代
官
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
士
肥
氏
に
提
出
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

(
彰
落
合
蔵
人
頭
貞
親
天
正
十
八
年
(
一
五
九
9
 
森
領
で
、
手
形
を
発
給
し
た
蓉
助
福
閃

直
親
か
。
慶
長
六
年
S
九
年
(
一
六
0
-
 
S
0
四
ま
で
仕
置
を
勤
め
る
(
「
堀
尾
古
記
」
)
。

(
聯
)
堀
尾
頼
母
介
正
秀
。
「
堀
尾
氏
{
蚕
叩
系
」
(
春
光
院
蔵
)
で
は
、
山
中
城
攻
め
で
活
躍
し
た
堀
尾
善
兵
衛
。

慶
長
五
S
六
年
の
仕
置
を
勤
め
る
(
「
堀
尾
古
記
」
)
。

(
噺
)
吉
川
左
兵
衛
尉
貞
恒
。
「
堀
尾
氏
家
譜
系
」
(
春
光
院
蔵
)
で
は
小
牧
・
長
久
手
合
戦
の
龍
泉
寺

の
戦
で
'
口
川
新
兵
衛
に
戦
功
が
あ
っ
た
と
す
る
。
越
前
府
中
領
有
時
代
に
吉
川
新
兵
衛
尉
貞
恒
が
、

文
書
を
発
ぞ
て
お
り
、
左
兵
得
と
老
え
ら
れ
る
。
n
w
N
什
へ
松
で
寄
進
状
を
需
す
る
。

後
に
、
若
狭
守
と
称
す
。

(
蜘
)
堀
尾
掃
部
助
宗
光
。
吉
晴
の
弟
氏
光
と
同
一
人
物
か
。
浜
松
時
代
、
北
郡
迷
州
犬
居
地
方
の

寺
社
へ
寄
進
状
を
発
給
す
る
。
「
御
地
頭
堀
尾
六
左
衛
門
尉
」
と
記
さ
れ
た
#
棟
札
が
確
認
で
き

二
俣
城
主
と
ー
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
史
書
『
創
業
録
引
証
』
(
東
京
大
学
史
料
狸
所
所
芭

で
は
、
「
二
俣
三
萬
石
ハ
帯
刀
弟
二
賜
ル
。
是
ハ
山
中
落
城
ノ
時
戦
功
ア
ル
ニ
依
テ
ナ
リ
。
但
シ
帯

刀
商
ノ
内
ナ
リ
ト
見
付
宿
ノ
者
ノ
詔
ナ
リ
。
」
と
あ
る
罫
川
辻
槌
所
収
慶
長
三
年
(
一
玉
九
七
)

徐
札
に
「
堀
尾
掃
部
」
が
見
え
る
。
掃
部
の
家
は
堀
尾
{
市
最
大
9
へ
五
0
0
石
を
有
し
、
修

理
・
掃
部
を
通
称
に
用
い
た
。

(
郡
)
清
水
寺
文
書
『
旧
島
根
畠
1
料
』
(
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
影
写
杢
東
京
大
学
史
料
狸

一
影
写
本
で
宛
争
補
訂

(
即
)
竹
矢
家
文
書
『
旧
島
根
号
鳫
1
料
』
(
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
影
写
杢

(
川
)
こ
の
、
つ
ち
、
(
3
 
出
雲
国
外
の
寄
進
状
で
取
り
上
げ
る
慶
長
六
年
卯
月
付
堀
尾
忠
氏
寄
進
状
を
除

く
と
、
『
忌
部
惣
社
大
宮
神
宮
寺
秘
事
記
』
所
収
の
寄
秩
は
堀
尾
氏
家
臣
の
吉
川
貞
恒
に
ょ
る

も
の
で
軍
曇
是
干
六
社
文
書
』
の
広
江
家
文
書
の
編
獅
)
、
論
轡
の
「
堀
尾
家
安
堵
状
」

の
発
給
者
は
、
不
明
で
あ
る
。

(
呪
)
本
里
で
は
神
宮
文
庫
に
稿
本
を
所
蔵
す
る
東
京
大
学
史
料
狸
所
影
写
本
を
使
用
し
た
。

(
鵬
)
『
三
重
旧
尖
』
資
淋
2
の
史
井
題
に
ょ
る
七
劣
外
宮
の
御
師
吉
沢
主
水
家
の
伝
来
文
書
。
『
輯

ニ
ニ
点
の
文
書
が
収
録
さ
れ
た
が
、
現
存
t
る
文
書
は
、
九
点
で
あ
る
。
現
在
は
、

に
は
、

轟
』

一
巻
に
馨
し
て
あ
る
。

(
幽
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
島
根
県
現
在
の
出
雲
市
馬
木
町
付
近
。
馬
来
と
も
書
き
神
門
川
中

深
左
岸
に
位
置
t
る
。
神
門
川
が
、
出
釜
野
に
入
る
位
置
に
所
在
す
る
。
戸
重
畠
』
資
料

編
2
吉
沢
文
書
3
号
で
は
、
二
県
村
」
と
副
刻
さ
れ
る
が
、
馬
来
村
と
思
わ
れ
る
、
△
後
原
本

と
の
照
合
を
行
い
た
い
。

輪
)
『
寛
政
重
修
諸
蚕
叩
』
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飴
)
注
(
彰

(
断
)
慶
長
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
寄
進
状
の
内
ゞ
お
笈
六
年
卯
月
付
堀
尾
忠
氏
寄
秩
以
外

の
文
書
は
、
全
て
出
雲
国
内
の
寺
社
宛
で
あ
り
、
発
曾
も
『
出
響
宇
六
社
文
書
』
の
広
江
家

文
書
を
除
さ
堀
尾
氏
の
家
臣
に
ょ
り
希
さ
れ
て
い
る
。

(
瑚
)
「
堀
尾
家
稔
」
に
見
え
る
他
の
出
雲
・
膿
国
外
寺
社
に
対
し
て
、
忠
氏
の
需
沃
が
発
§

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
瑚
)
「
第
四
章
近
世
第
三
節
藩
政
の
開
始
と
大
社
地
域
一
堀
尾
氏
・
京
琵
・
松
平
氏
の
入

部
と
大
社
地
域
」
、
山
崎
裕
二
執
筆
、
『
大
社
町
史
』
署
、
大
社
町
史
編
袈
員
会
編
、
単
=
市

二
0
0
八
年

(
郡
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
影
写
本

(
轍
)
『
仁
多
鷲
』
覚
融
寺
文
書
3
号

<
平
成
器
年
1
村
S
3
阿
に
滋
賀
県
と
鈴
旨
に
お
い
て
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
た
が
、
平
成
れ

年
口
月
ま
で
の
市
町
村
名
で
本
論
文
は
張
し
た
>

史
儲
査
の
際
に
お
世
話
に
な
っ
た
各
所
蔵
機
関

蘇
美
天
神
社
宮
司
浅
井
俊
一
氏
財
団
法
人
石
川
文
化
事
業
財
団
お
茶
の
水
図
書
館
、

神
宮
文
庫
国
立
公
文
書
館
国
立
国
会
図
書
館
、
島
根
県
立
図
書
館
、
島
根
大
学
附
属
図

書
館
東
京
大
学
史
料
麺
暴
所
松
江
市
文
化
財
課
・
松
江
市
歴
史
資
料
館
整
備
室

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
松
江
市
歴
史
資
料
館
整
備
室
の
西
島
太
郎
氏
に
御
指
導

助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
史
獄
啓
つ
い
て
同
室
の
新
庄
正
典
氏
か
ら
御
助
言
を

賜
り
ま
し
た
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はじめに

松江藩主の居所と行動

江戸時代の松江藩にっいての研究は、昭和16年(194D に刊行された『松江市誌』①以降、ど

れだけ深化したのであろうか。『松江市誌』編纂時の史料の多くは確認できず、その上、藩主松平

家の史料も散逸している。市町村史編纂での在地史料の発掘も多くないなか、先人の努力により、

徐々に事実が明らかにされてきている。しかしながら、松江藩の研究を行うために必要な、基礎と

なる諸道具にっいては、いまだ整備されていないのが現状である。本稿で取りあげる、藩主の居所

と行動についても同様である。

江戸時代、松江藩主が参勤交代していたととは周知の事実である。しかし何年何月何日のある時

点で、藩主が江戸にいたのか、松江にいたのか、とっさに調べようとしても容易に調べられるもの

がない。藩主がいっの時点でどこにいたの力斗こよって、藩の行事や、藩士、出入りの商人たちの動

きも違ってくるであろう。そのため、こういった基本事項は、周知の事実としておかなけれぱなら

なし、

との様な松江藩研究の実態を鑑みて、本稿では、最も基本作業となる、藩主の居所とその行動に

ついて明ら力斗こする。

本稿を書くきっかけとなったのは、安部吉弘氏所蔵の「御代々様東西御発駕御着佃旧限帳」との

出会いによる。本史料は、藩主がいっ江戸を出発し、いっ松江に到着したのか、松江をいっ発し、

江戸へ到着したのかを、克明に記している。ところどころ記載のない部分があるものの、ほぼ江戸

時代全ての時期の藩主の動きがわかる。

これまで、藩主の居所とその行動を調べようとtれぱ、各藩主の年譜を丁寧に読み込むなかから

明らかにしなければならなかった。藩主の居所と行動を一覧にしたものはない。

本稿では、「御代々様東西御発駕御着御日限帳」を基本にして、年譜のある藩主にっいては年譜

により校訂し、松平期の藩主の居所と行動にっいて、一目でわかる様にした。また、一代で潰えた

京極忠高の居所と行動にっいても、拙著『京極忠高の出雲国・松江』②による成果を盛り込んで

付すこととした。今後、松江藩研究の道具として活用され、多くの事実が明らかとなることを期待

したい。

^京極・松平期^

西島太郎

1.「御代々様東西御発駕御着御日限帳」について

①「御代々様東西御発駕御着御日限帳」 1冊

松平期全ての参勤交代の状況を知ることのできる「御代々様東西御発駕御着御日限帳」

縦 13.3師、横 19.3Cmの横帳で、 32丁の綴りである。表紙に「御代々様東西/御発駕
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限帳/上田」とある。内題は「御元祖様より御代々様東西/御発駕御着御日限帳」と記されてい

る。元祖の松平直政が、出雲国を幕府から拝領した寛永15年(1638) 2月 H 日から、 10代定安が

文久3年(1863) 4月4日に江戸から松江城へ到着した記事までを載せる。 225年間の記録である。

松平氏歴代を、各人が家督を継いだ時点から死去するまでの、松江一江戸間の発着年月日を記して

いる。また道中川留となった時や、伊勢神宮など立ち寄った場所についても注記がある。

その内容の信懇陛は、現存する各藩主の年譜と校合を行うと、ほとんど合致することから、概ね

正確なものと判断される。しかし誤写と思われる部分もあるので注意が必要である。

帳簿の最後は、 9丁分白紙となっているところをみると、文久3年4河以降の近い時期に作成さ

れたのではないかと思われる。裏表紙の見返しには、「上田徳吉」と墨書がある。上田氏は松江藩

士である。しかし藩士の当主の事跡を記した「列士録」矧には、徳吉の名はない。松江藩士上田一

族の一人と推定するにとどめたい。

②「松平家参勤交替記」 1冊(.

「御代々様東西御発駕御着御日限帳」が、初代直政から10代定安までの状況を記しているのに

刈し、「松平家参勤交替記」は、初代直政から9代斎貴の嘉永5年(1舗2)の江戸在府までの状況

を仔ι・す、。

本書は、『島根県史』編纂のため、大正15年9月22日に松江市寺町の局見朔一郎所蔵本を謄写

したものである。外題は「松平家参勤交替記」となっている。しかし本文の書き出しは、「参勤交

替記」とのみ記しており、こちらが元の題名であろう。 1丁表に「御元祖様より/御当代様まで/

御帰国/御参府御日限取調、可差出旨二御座候処、/於御役所、以前之儀、帳面等無御座、相分/

不申候処、小口(堀力→弥太良剛辰而所持二付写/取、卸絲氏之通、」とある。「御元祖様」は初代直政、

斤卸当代様」は記述の終わる嘉永5年正、月 N 日時における藩主、 9代斎貴である。斎貴は、翌嘉永

6年9月5日に隠居するので、この冊子が写されたのは、嘉永5年正月 H 日から同6年9月5日

までの1年7か月余りの間ということになる。

本冊子を写し取った人物は不明である。所蔵者の高見氏の先祖の可き断生が高い。この冊子を写し

取った人物は、藩主の帰国と江戸参府の日限を調べて差し出すよう命ぜられている。命じたのは誰

かも判然としない。しかし作者は、藩の役所で調べようとしているから松江藩士であろうし、命令

したのもその主人であろうと推察される。

この冊子が写された嘉永5年正月から翌年9月までの時期は、出雲へ帰国しない藩主斎貴に対し、

家老塩見宅広が諫死、斎貴は急遮帰国した。翌年3月には、近習頭の三谷忠太郎らのクーデターが

露顕し、9月、つぃに斎貴が隠居に追い込まれた時期にあたる。これまでの藩主の参勤交代の状況

を調べ、現藩主の状況と比べようとした可能陛が考えられる。

また、藩の役所には、歴代藩主の参勤交代の状況がわかる帳面がなかったことも判明する。しか

も、藩の役所でわからなかった藩主の参勤交代の状況を記した帳面が、「小口(堀力→弥太郎」な

る人物が所持していたのである。

「御代々様東西御発駕御着御日限帳」は、「松平家参勤交替記」の本文と同じ形式で書かれてお

り、文言も略して記した部分を除き同じである。そのため同一の祖本を基にしていると考えられる。

両書で違うのは、前書には、後書の記載以降(定安期)の状況も記しており、また、後書には最初

に書写理由を記した部分があることである。このことから、同内容の祖本に、「松平家参勤交替記」

以降の状況を書き継いだものが、「御代々様東西御発駕御着御日限帳」であると老えられる。双方
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ともに、誤字脱字があり、一長一短がある。しかし、平出や欠字のあり方から、

発駕御着御日限帳」の方が、祖本の状態をよく留めていると判断される。

Ⅱ,藩主の居所と行動がわかるその他の史料^校訂諸本について^

「御代々様東西御発駕御着御日限帳」を底本に、歴代藩主の居所と行動の一覧を作成した。しか

しこの冊子には、もととなった史料からの、写し間違えと思われる箇所がいくつか見受けられる。

そのため、藩主の居所と行動を記した年譜等の史料によって校訂を行い、諸本の異同を明確にした。

本稿では、あえて異同のある日時について、どれが正確な日時なのか決めることはしなかった。 ノι＼

後の研究の深化により確定されることを期待したい。

校訂に用いた史料は次の通りである。

①「出雲侯御参勤御帰国記」1冊励

本書の奥書によれぱ、松江市茶町の桑原羊次郎氏所蔵の折本を、昭和24年6月1日に筆写したも

のである。万年筆で写しとられている。奥書の注記は、「原本は楮紙の口厚手を以て作れる、巾弐寸

四分五厘、縦五寸七分弱の折手本に参行宛二段に認めあり、小口口弐枚、表紙には 1,'1名勤記と
あり、但し第何代より治世何年に至るまでの文字は筆写の際附加せしものにて、勿論原本には記載

なきものである」と記している。内容は、 6代宗衍の延享2年(1745)から、 10代定安の文久4年

a86心正月22日の京都到着までの、江戸一松江間の発着年月日を記す。

②「高真院様御年譜」1冊御

本書は松平初代直政の年譜である。奥付にルN山とある。『出雲叢書』14収載の「高真院様御

年譜」{フ}は、この旧小川氏所蔵本を底本としたものと思われ、ーニ点のつけ方や文面が全く同一で

ある。また次に述べる「雲国侯年譜」の松平直政の項とも同じである。しかし「雲国侯年譜」に比

べ小川氏旧蔵「高真院様街内三譜」は、ー・二点や文章をきちんと書いており、良質の写本と判断される。

③「雲国侯年譜」4冊御

本書は、内題の下に「臣謹按黒澤三右衛門安部忠弘著」とあり、松江藩儒の家、黒澤忠弓厶の編纂

であることがわかる。編纂時期は、初代松平直政から7代治郷期の文化8年(181D までを記して

いることから、19世紀前期に編纂されたものと老えられる。島根県立図書館本は中嶋氏旧蔵本で

ある。各冊子の内容は、次のようである。

第一冊初代直政一3代綱近慶長6~宝永6年(1601-1709)

第二冊 4代吉透一5代宣維寛文8~享保16年(1668-1731)

第三冊 6代宗衍 享保H~天明 2年(1729-82)

宝暦 1~文化 8年(1751-1811)第四冊 7代治郷

④「天隆公年譜」5冊側

松江藩の儒官であり、藩校文明館の初代教授桃白鹿が編纂した、6代藩主松平宗衍の年譜であ

る⑪。松江藩士の経歴を記した「列士録」によれば、彼は寛政2年 a79の正河 13日に幕府へ提

出する藩主「御系譜」の「御用晃勺になり、享和元年 a80D 8月に没しているから、この間に成

立したものと考えられる。

⑤『松平不昧伝』所載「松平不昧年譜」⑪

本書は、松平家が所持していた諸史料を利用して、松平家編輯部によって編集され、大正6年

(1917) 4月に箒文社から干噺テされたものである。

「御代々様東西御
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⑥閥曽従三位松平定安公伝』1冊

昭和9年(1934)に定安の子、松平直亮が父の伝記を足立吉氏(栗園)に依嘱して編纂し、同年

4月に私家版として刊行された。「御代々様東西御発駕御着御日限帳」の記載がなくなる、元治元

年(1864)以降の居所と行動は、すべて本書によった。

以上、校訂で用いた史料を、歴代に当てはめると次のように整理される⑫。

初代直政^「高真院様御年譜」「雲国侯年i罰「松平家参勤交替ヨ己」

2代綱隆、3代綱近、4代吉透、 5代宣維^「雲国侯年i剖「松平家参勤交替記」

6代宗衍^「天隆公年譜」「雲国侯年譜」「出雲侯御参勤御帰国記」「松平家参勤交替記」

7代治郷^「雲国侯年譜」「出雲侯御参勤御帰国記」「松平不昧年譜」「松平家参勤交替記」

8代斎恒^「出雲侯御参勤御帰国二己」「雲国侯年譜」倍3分)「松平家参勤交替記」

9代斎貴^「出雲侯御参勤御帰国記」「松平家参勤交替記」

10代定安^「出雲侯御参勤御帰国記」『1断走三位松平定安公伝』

Ⅲ.歴代藩主の居所と行動の特徴

歴代藩主の居所と行動を一覧(後掲の「松江藩主の居所と行動」)にしてみると、各藩主の行動

の特徴をうかがうことができる。まず当然のことながら、参勤交代を隔年で行っているという点で

ある。しかし、諸々の事情により隔年参勤を果たせない場合があり、そのことが居所から見える藩

主の特徴になる。

参勤交代の道筋は、藤沢秀晴氏が明らかにされているように、松江から山陽へと向い、そのあと

東海道を通る場合と、中山道を通る場合の2つがあった⑬。日数も、天保13年(1842)に中山道

を通った例から25日かかったとし、東海道を通った場合、 23日だったと推定されている。

しかし、「松江藩主の居所と行動」一覧(後掲)によれば、5代松平宣維までは速いもので17日、

多くが20日前後である。6代宗衍は25日~1か月近くかけることが多く、途中、近江唐崎や石山寺、

宇治など遊覧することも多かった。 7代治郷は、 20~25日間かけ、それ以降の藩主も 25日前後と

いう場合が多かった。いずれも、東海道・中山道のどちらを通ったのかはっきりしない場合がほと

んどである。最も早く江戸(東京)一松江間を行き来したのは、明治2年に定安が、維新政権から

松江藩知事に任ぜられるために、英国汽船にのって東京 q工戸)へ赴いた時で、わずか6日で松江

から江戸へ行った。

参勤交代の日数について、藤沢氏が検討した事例は、江戸後期の場合であった。江戸前期では、

20日前後という速さで江戸一松江間を行き来していたのである。

次に、東海道と中山道のどちらを通るのが通常の道程であったのか。藤沢氏ははっきり述べてい

ない。「松江藩主の居所と行動」一覧からは、日光社参して上下する場合、必ず中山道を通ったこ

とがわかる。宝暦7年(1757) 5月に宗衍が江戸から松江へ帰国する際、一旦、東海道をめざした

ものの、大雨によって道橋大損であるとの理由で、急邊、中山道に進路を変更している⑭。イ可ら

かの理由があるときに、中山道を通っているととが窺える。さらに、藤沢氏が指摘されるように、

江戸一松江間の日数は、中山道より東海道のほうが2日短い。旅程が1日でも多いと、それだけ経

費はかさむ。そのため、旅程の長い中山道は、東海道に比べ効率的でない道順であった。これらの
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ととから、東海道が通常の道程だったのではないだろうか。日光社参を兼ねるか、東海道が橋梁な

どの破損で通りにくい場合など、理由のある時に中山道が選ばれたものと考えられる。

また興味深い点として、初代松平直政は、参勤交代の道中で生涯3度も伊勢神宮へ社参しており、

彼の信仰のあり方を考えるうえでも注意tべきである。

次に、各藩主の出雲帰国回数をみると次のようになる。

各藩主の出雲帰国回数

京極忠高 2度松平初代直政 13度 2代綱隆 12度 3代綱近 15度

4代吉透 0度 5代宣維 8度 6代宗衍 6度 7代治郷 21度

8代斎恒 7度 9代斎貴Ⅱ度 10代定安 H度

藩主であった期間にもよるが、 7代治郷が最も回数が多く、藩主としては1度も松江の地を踏ま

なかった者(4代吉透)もいた。様々な理由がある。以下、各藩主の居所と行動から読み取れる特

徴について解説を行う。

京極忠高

寛永12年(1635) 6月に武家諸法度が幕府から発せられ、全国の大名たちはこれ以降、毎年4

月に隔年で参勤交代tるよう定められた。 tでに元和3・4年(1617・18)頃から諸大名の隔年参

勤が行われていた。この寛永12年の武家諸法度により、西国大名と東国大名とが4月に入れ替わる、

隔年交替となった。

京極忠高の1台世は、ちょうど寛永12年の武家諸法度が発せられた時期にあたる。そのため寛永

Ⅱ年冬に江戸へ来た忠高は、翌12年を江戸で滞在したものと老えられる。彼が再び松江へ帰国t

るのは、寛永 13年の 4月のことだった⑮。

松平初代直政・2代松平綱隆

京極氏のあと、出雲国を引き継いだ松平氏は、幕府の法令を守り、隔年参勤を行っている。しか

し、その状況にはいくつかの特徴が認められる。

松平初代の直政は、出雲国拝領以後、慶安2~4年 a649 -5D の 3年間を除き、亡くなるま

で参勤交代を隔年で行っている。慶安2~4年は、江戸城西丸の修築の監督を命ぜられてぃた⑯。

そのため、在府したものと老えられる。

直政期の特徴として、嫡子綱隆が父と交替で松江へ帰国tることである。 3代綱近以降は、 7代

治郷が家督継承前に1度一局国したのみであるのに対し、直政・綱隆父子が交互に松江一江戸間を

往復している事実は興味深い。綱隆は、生まれてから22歳まで武蔵国 q工戸)にいたが、 23歳の

承応2年 a備3)から隔年で松江一江戸間を往復し、家督を継承するまで7度、松江の地を踏んで

いる。

また、父子が交互に出雲へ帰国したのであるが、かならず江戸で数日から1・2か月の間、父子

が共に暮らしている。父直政は、嫡子綱隆が江戸へ下ってくるのを見届けて、松江へ帰国したので

ある。では、なぜ直政・綱隆父子は、交替で帰国したのだろうか。直戡理由を示tものはない。し

かし、ーつには、嫡子の始めての出雲帰国が、直政53歳の時で、自らの年齢を鑑みて、自分のい

ない間の出雲支配を嫡子に任せ、直政亡き後の代替わりを円滑に行うことが目的だったのではない

だろうか。

3代松平綱近

3・代綱近は、17歳で家督を継ぐまで、武蔵国(江戸)にいた。家督を継いでから宝永元年(1704)
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に隠居するまで、欠かさず隔年で参勤交代を行い、15度出雲国へ帰国している。また他の藩主が

隠居後は江戸で暮らtのが多いのに対し、彼は、隠居後、亡くなるまでの5年間を松江城北の丸(今

の護国神社のある場所)で暮らした。

彼の松江への思い入れは、自らが隠居後、松江で暮らすという点にうかがえるだけでない。松江

における松平家の菩提寺、月照寺の大修理を行ったことにも現れている。延宝3年(1675)に彼が

藩主になると、まず先代綱隆の廟所の設営にかかり、翌年、宝山院絲岡隆)廟門を建造した。続い

て初代直政(高真院)の廟門建造に取り推トカψ、 3年後に完成させた。また高真院廟問建造の4年

後に、同寺の大修理を行った川)。

綱近は、松江における菩提寺整備を積極的に行い、自らも隠居後、松江に居住したことに見られ

るように、出雲国に深い思い入れのあった人物だったのである。

4代松平吉透

綱近と対照的なのが、 4代吉透であった。 2代綱隆を父にもつ吉透は、宝永元年2月に綱近の養

子,となると、その3か月後に家督を継いだ。家督を継いだ翌年9月に亡くなるので、藩主としては

]度も帰国しなかった。しかし、彼は松江生まれで、 18歳まで松江で育ち、貞享2年(1685) 9月

に江戸へ行った人物であるから、藩主として松江の地を踏むことはなかったからといって、松江を

知らなかったとはいえない。兄綱近の出雲国での取り組みを、松江でつぶさに見て育ち、これから

藩主して活躍しようとした矢先の死去だったのである。

5代松平宣維

4代吉透が急死したとともあり、彼の嫡子宣維(荘五R円は、8歳で家督を継がなけれぱならなかっ

た。そのため、江戸生まれの宣維は、家督継承から9年の間、出雲国松江へ向かうことはなかった。

そして正徳4年(17H)に 17歳にして、はじめて出雲へ帰国した。以後、京都への幕府の使いを

命ぜられた享保元年(1716)と同 H年を除き、隔年で参勤交代を果たしている。藩主として8度

帰国し、江戸で亡くなった。

6代松平宗衍

5代宣維が、 34歳で亡くなったことにより、家督はまたしても幼少の嫡子(幸千代、宗衍)力泳佳

がなければならない事態が訪れた。享保3年 a731) 8月に家督を継承したとき、宗衍(幸千代)

はわずか3歳であった。そのため母里藩の松平直員が、松江藩松平家の名代を勤めた問。江戸で

生まれ、江戸で育った宗衍は、家督を継承してから 14年の間、江戸にいた。延享2年 a745)4月に、

17歳にして初めて出雲国松江へと向かった。しかしその後、4度、隔年参勤で出雲へ帰国するものの、

4度目の帰国(宝暦元年)も、わずか4か月半で江戸へ向かう。しばらく病気を理由に江戸在府が

続き、同7年に6年ぶりで出雲へ帰国したときも、養生を理由に4か月で江戸へ向かった。2年の後、

帰国し、翌年参勤のために江戸へ向かうと、その後は病気を理由に江戸に居続け、再び出雲へ帰国

するととはなかった。明和4年(1767)の隠居後も、亡くなるまで江戸で暮らした。そのため、宗

衍は藩主としての期間が長いにもかかわらず、わずか6度しか出雲の地を踏んでいない。

7代松平治郷

6代宗衍があまり出雲へ帰国しなかったのに対し、子の7代治郷は、家督を継ぐと隠居するまで、

律儀に隔年参勤を繰り返した。文化3年(1806)に隠居して、江戸大崎の別邸へ移った後も、2度、

出雲の玉造温泉へ入湯のため帰国している。治郷は生涯21度、出雲へ帰国しており、歴代藩主の

なかで最も多く帰国した殿様であった。そのため、治郷は父宗衍と違い、領国のことを熟知して藩
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政改革(御立派の改革)に臨み、殖産興業に勤めたととがわかる。

8代松平斎恒・9代松平斎貴

8代斎恒は16歳で家督を継ぐと、隔年参勤を繰り返した。彼が文政5年(1822)に32歳で江戸

において亡くなると、わずか8歳の子斎貴惟"太郎。斉斎)が家督を継いだ。文政10年(1827) 9

月に 13歳で初めて出雲へ帰国した。そして弘化2年 a845)まで、 9度の隔年参勤を繰り返した。

以後、将軍の名代としての上洛などがあり、 4年の間、江戸在府し、嘉永2年 a849)に出雲へ帰

国するも、わずか3か月で江戸へ下った。

斎貴は天保頃から「大酒、酔狂、淫蕩」がはなはだしくなり、出雲国へも帰国しなかった。そ

のため家老などが諫言したにもかかわらず、効果はなかった。ついに嘉永4年H月2日、家老の

塩見宅広が諌死した⑲。塩見の諫死により、斎貴は急逮松江へ向かう。 12月14日に江戸を発ち、

1か月後の翌5年1月14日に松江に着いた。正月を道中で迎えての帰国であった。

翌年3月、近習頭の三谷忠太郎や用人の安藤謙之丞らにより、斎貴を廃して広瀬藩主を松江藩主

に迎えようとするクーデターが露顕した。藩内の統剖仂S図れない状況から、親戚である越前福井藩

の松平春嶽、美作津山藩の松平斎民、肥前佐賀藩の鍋島直正らの計らいで、斎貴は隠居に追い込ま

れた。彼は4月に隠居願いを幕府へ提出し、 9月5日に隠居が許された。隠居後は、松江城内に観

1_U御殿を建て、安政5年(1858)までの 5年間、住んだという⑳。同 5年に江戸へ行き、 5年後、

江戸で亡くなった。

10代松平定安

斎貴の跡を継いだ10代定安は、文久3年 a863)までの 10年間、順調に隔年参勤を果たした。

しかしこれ以降の維新前後は、京都との往復で、江戸(東京)には行かなくなる。幕末から維新前

後の定安は、松江を基点に行動している。文久3年以降で江戸(東京)に行ったのは、維新政権に

より松江藩知事に任ぜられるために赴いた明治2年(1869)であった。明治4年7月14日に廃藩

置県となると、 9月7日に松江を発し、東京へと向い、以後亡くなるまで東京で過ごした。

おわりに

本稿では、江戸時代における松江藩主の居所と行動を、一覧にして明らかにし、そこから読み取

れる特徴について老察を行った。京極・松平期に限定されるものの、参勤交代が制度化されてから

のものであるから、隔年参勤するのを通常とする。しかし、隔年参勤していない場合がいくっかあ

り、そこに藩主の行動の特徴を読み取ることができた。

参勤交代は、江戸時代の前期は20日前後で江戸一松江間を行き来することが多く、後期になる

と25日前後から1か月近くかけるように変化した。その道程は、東海道を通るものが主であった

ものと推定された。中山道を通るのは、日光社参を兼ねる場合か、東海道を通るのに支障がある場

合であった。道中、社寺参詣を行うこともあり、松平初代直政は伊勢神宮へ、宗衍も多賀大社や石

山寺など参詣した。松江の地で亡くなったのは2代綱隆と3代綱近であり、とくに綱近は、松江の

菩提寺月照寺の大規模な修繕など、墓所の整備を積極的に行っており、出雲国松江に対tる,思い入

れの程を知ることができた。逆に、 6代宗衍や9代斎貴は、江戸での生活を好み、出雲への帰国は

多くなかった。

藩主の居所と行動からは、この他にも様々に読み込むことが可能である。松江藩政や家臣の動き、
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江戸や領国出雲での様々な出来事について、藩主がどこにいたのかを念頭に、史料を読み解いてゆ

くと、これまでと違った側面が見えてくるであろう。また本稿では、なぜ宗衍以降、それまでより

も日数をかけて江戸一松江間を往復tるようになっていくのかについて、解答を与えることができ

なかった。別の角度からの分析が必要である。本稿で言及することができなかった、松江藩の参勤

交代の人数や、諸本による藩主の行動した日時の違いを正していくこと等とともに、今後の課題と

したい。

〔追記〕貴重な史料の閲覧を許された安部吉弘氏(松江市春日町)には、記して謝意を表します。

qこしじまたろう松江市歴史資料館整備室)

上野富太郎・野津静一郎編、松江市庁刊。1973年、名著出版より再刊。

松江市教育委員会、 2010年。

島根県立図書館所蔵。
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謄写したものである。
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以上、西島太郎『京極忠高の出雲国・松江』松江市教育委員会、 2010年。
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〔5/18雲国侯年諧・松平家参勤交替記は4/5とする〕

〔10〕



天和3

貞享1

貞享2

貞享3

貞享4

元禄1

元禄2

元禄3

元禄4

元禄5

元禄6

元禄7

元禄8

元禄9

元禄10

元禄れ

元禄12

元禄13

元禄14

元禄15

元禄16

玉永1

1683

1684

1685

4/5

5/6

4/10

4/29

4/10

5/25

4/12

1686

1687

1688

1689

1690

3/14

5/28

3/18

5/18

3/18

1691

1692

5/9

4/10

4/25

4/フ

〔4/5 松平家参勤交替記は5/5(ママ)とする〕

1693

1694

1695

〔雲国侯年譜は5/10京都、5/28松江落とする〕

〔雲国侯年譜、木曽路を通る〕

6/15

3/18

5/29

3/19

1696

5/2

1697

4/6

4/25

1698

1699

4/6

5/16

1700

4/25

4/6

4/22

3/15

1701

〔雲国侯年譜、木曽路を通る〕

5/22

3/15

5/15

3/14

5/15

3/15

1702

4/6

4/晦

(30)
4/'9

5/晦

(30)

8/9

1703

宝永2

宝永3

玉永4

宝永5

宝永6

1704

1705

1706

〔雲国侯年譜、5/9播磨明石〕

〔3/15 雲国侯年譜は3/5〕

5/、14

3/16

1707

1708

1709

4代松平吉透(16舶一1705)

5/21

3/18

〔雲国侯年譜、5/15播磨高砂遊覧〕

〔雲国侯年譜、東海道を通る〕

5/晦隠居〔雲国侯年譜、6/5赤坂館から青山館へ移る〕
〔雲国侯年諧、8/9青山館発、8ノ晦松江城北の丸濳〕

宝永1

玉永2

8/晦

(30)

1704

5代松平宣維(1698-1731)

1705

江戸

・1

11/15

宝永2

宝永3

宝永4

宝永5

宝永6

宝永7

正徳1

正徳2

〔雲国侯年諧、松江城北の丸に居す〕

Π/15卒去(隆元院)〔雲国侯年譜、松江城北の丸で卒去〕

1705

松江

}工戸

1706

10/21

1707

考備

〔雲国侯年譜、寛文8年フ/16 松江生、貞享2年0舶5)9/5 松江発 9/27 江戸着、以後在江戸〕
2/22 養子となる

5/磨(30)家督を継ぐ

9/6 卒去(源林院)

1708

1709

1710

松江

171 1

1712

考備

〔雲国侯年譜、元録11年(1釣8)5/18 江戸生、8歳で家督を継いだ後も在江戸〕
10/21 家督を継ぐ

〔11〕



正徳3

正徳4

正徳5

享保1

1713

1714

1715

享保2

享保3

享保4

享保5

享保6

享保7

享保8

享保9

享保】0

享保11

享保12

享保13

享保14

享保15

5/2

4/3

10/29

12/16

4/24

フ/4

4/19

4/5

4/21

4/5

3/20

1716

1717

1718

1719

1720

11/15

12/2

5/24

3/12

1721

5/2 入部のため江戸発(17歳)〔5/24 松平家参勤交替記は5/4とする〕

1722

1723

1724

5/18

6/11

5/13

3/12

5/12

3/12

4/11

8/12

4/19

8/12

4/11

8/5

京都への「御使」を仰せつけられ滞府臼0/29-12/16は雲国侯年譜による〕
〔雲国侯年譜、10/29江戸発、11/13大津着、11/15京都着、12/2京都発、12/16江戸着〕

〔5/18 雲国侯年譜は5/6〕

1725

1726

9/4

3/26

9/4

3/20

8/26

1727

1728

1729

1730

享保16

6代松平宗罪テ(1726-82)

1731

〔12〕

〔雲国侯年誥、4/9京都〕

〔雲国侯年譜、フ/21松江を発し日御崎社参、フ/26松江城着、8/22京都〕

享保16

享保17

享保18

享保19

享保20

元文1

元文2

元文3

元文4

元文5

寛保1

寛保2

寛保3

延享1

延享2

延享3

延享4

寛延1

寛延2

寛延3

8/27

1731

〔雲国侯年譜は8/4松江発、8/26品川楚、すぐに江戸へ向かう〕

滞府願

2/24

8/12

1732

江戸

1733

8/27

1734

1735

秋まで滞府
8/27 卒去(善隆院)

1736

松江

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

考備

〔雲国侯年譜、享保14年(1729)5/28江戸生〕
8/27 家督を継ぐ(3歳)〔雲国侯年譜、10/13家督継ぐ、名代は母里藩松平直員〕

1744

1745

1746

1747

4/23

4/1

4/22

3/1

8/13

3/26

1748

1749

1750

〔雲国侯年譜、柁ノ11元服、14歳〕

6/1

3/8

5/15

2/5

9/8

2/25

〔出雲侯御参勤御帰国記これ以前なし〕
4/23 入部のため江戸発(17歳)

〔雲国侯年誥、2/12杵築・日御崎社、鰐淵寺など初めて国中を廻る〕

〔4/22、出雲侯御参勤御帰国記は4/23、雲国侯年譜は4/22〕

〔3/26、出雲侯御参勤御帰国記は3/25〕〔雲国侯年譜、3/6近江唐崎・石山寺遊覧、
3/8多賀大社参、木曽路を通り、3/21日光社参、3/25江戸着とする〕

ノ
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=暦1

宝暦2

宝暦3

宝暦4

宝暦5

1751

1752

1753

1754

1755

6/1

11/4

宝暦6

宝暦7

11/13

12/21

1756

6/29

10/17

宝暦8

宝暦9

宝暦10

工暦れ

宝暦栓

宝暦13

明和1

明和2

明和3

明和4

明和5

明和6

明和7

明和8

女永1

安永2

安永3

安永4

安永5

女永6

女永7

女永8

安永9

天明1

天明2

1757

〔雲国侯年譜、6/13伊勢参宮、6/21宇治遊覧、6/25勝問田駅〕

〔10/17、出雲侯御参勤御帰国記は10/16、雲国侯年譜は10/1刀

在府

御容体につき滞府

在府

京都への「御使」を命ぜられ滞府〔1V13-12/21は雲国侯年譜による〕
〔雲国侯年譜、11/13江戸発、11/18駿府、11/21熱田、11/26大津、11/28京都落、
12円京都発、12/13桑名、12/15今切、12/21川崎発、品川、江戸蒲〕

在府

〔雲国侯年譜、5/28大雨で道橋大損により中山道を通る〕

〔雲国候年譜、9/16江戸表で養生する幕府許可出る〕

在府
1758

5/19

11/1

11/28

12/9

1759

1760

1761

1762

5/15

4/1

1763

6/12

10/11

1764

1765

1766

6/フ

3/9

1767

1768

1 1/'27

1769

1770

1771

1772

御容体につき滞府

在府

御容体につき滞府

在府

御容体につき滞府

在府

1ν27隠居〔出雲侯御参勤御帰国記これ以降なし。以後は雲国候年譜による〕

1773

1774

1775

1776

17フフ

1778

1779

1780

1781

フイt 松平j台郷(1751-1818)

1782 10/4

明和3

明和4

明和5

明和6

1766

j工戸

1767

1768

8/5

1769

3/1

11/27

10/4 卒去(天隆院)

10/22

松江

8/28

2/9

考備

〔雲国侯年譜、宝暦1年2/14江戸生〕
8/5 入部のため江戸発〔8/5、松平不昧年譜は8/8、雲国侯年譜は8/5〕
〔雲国侯年譜、1ν5国内巡覧〕

1ν27 家督を継ぐ a7歳)

11/13 〔雲国侯年譜、1ν8播磨尾上高砂遊覧〕

〔13〕



明和7

明和8

安永1

女永2

安永3

女永4

安永5

女永6

安永7

安永8

安永9

天明1

天明2

天明3

天明4

天明5

天明6

天明7

天明8

寛政1

寛政2

寛政3

寛政4

寛政5

寛政6

寛政7

寛政8

寛政9

寛政10

寛政11

寛政12

享和1

享和2

享和3

文化1

文化2

1770

1771

9/4

4/29

4/4

4/24

4/4

4/23

11/13

4/24

4/5

4/28

10/1

4/25

4/5

1/'19

4/5

V19

4/6

5/9

9/26

4/25

4/5

9/18

10/10

5/9

3/26

1772

1773

1774

1775

1776

17フフ

8/13

1778

5/1 1

3/13

5/14

3/14

5/14

10/22

5/15

3/14

5/19

9/9

5/18

3/14

2/10

3/14

2/10

3/14

5/29

9/2

5/16

3/15

11/25

9/18

5/29

1779

1780

〔5/れ、松平不昧年譜'出雲侯御参勤御帰国記は5/2幻
〔雲国侯年譜、5/4京都、5/11伊勢参宮、5/23松江着〕
〔3/13、出雲侯御参勤御帰国記は3/12、雲国侯年譜は3/1幻

1781

1782

1783

〔4/23、松平不昧年譜,出雲侯御参勤御帰国記,松平家参勤交替記は4/22〕

1784

1785

1786

〔4/24、松平不昧年譜は4/20、出雲侯御参勤御帰国記は4/14、雲国侯年譜は4/24〕
〔5/15、出雲侯御参勤御帰国記は5/16、雲国侯年誥は5/15〕

1787

1788

1789

〔雲国侯年譜、9/18伏見〕

〔雲国侯年譜、5/12風邪で播磨大久保滞留〕

〔雲国侯年詣、3/21摂津八幡山崎遊覧〕

1790

1791

1792

1793

1794

〔2/10、松平不昧年1昔出雲侯御参勤御帰国記は2/9、雲国侯年譜は2/1田

1795

1796

1797

〔雲国侯年譜、3/20日御崎社参〕〔9/26、出雲侯御参勤御帰国記は10/1、
雲国侯年譜は9/26〕〔雲国侯年譜、風邪で伏見にて3日問滞留、美濃路を通る〕

4/22

1798

11/15

1799

1800

〔9/18、松平不昧年譜・出雲候御参勤御帰国記は1ν5、雲国侯年譜は10/5〕

9/21

4/6

5/1

3/18

4/27

3/'21

4/21

10/26

3/11

1801

3/5

5/16

1802

1803

1804

10/18

文化3

文化4

文化5

1805

〔雲国侯年譜、7月、痔疾癒えず参府延引〕

10/14

3/12

5/25

2/14

5/27

2/24

5/13

10/1

1806

1807

〔雲国侯年譜は10月江戸発、11月松江着とする〕

文化6

文化7

文化8

1808

〔5/25、松平不昧年譜は5/26、雲国侯年諧は5/25〕

1809

ν21

6/12

1810

181 1

〔雲国侯年譜は9月松江発、10月江戸濳とする〕

3/11 隠居(大崎に移る)

2/27

5/15

ν21国で入湯のため江戸発〔雲国侯年諧、入湯は玉造温泉〕

〔6/12 出雲侯御参勤御帰国記は6/10。 5/15 出雲侯御参勤御帰国記は5/10、
雲国侯年譜は4月〕
〔出雲侯御参勤御帰国記これ以降なし〕

〔雲国侯年譜はこれ以降なし〕

〔14〕



文化9

文化10

文化11

文化12

文化袷

文化14

文化15

1812

1813

1814

1815

1816

1817

8代松平斎恒 a791-1822)

閏8/21

2/12

1818

文化3

文化4

文化5

文化6

文化7

文化8

文化9

文化10

文化11

文化12

文化13

文化14

文政1

文政2

文政3

文政4

文政5

4/24

1806

1807

9/17

j工戸

3/11

5/1

1808

1/13

〔出雲侯御参勤御帰国記・雲国侯年譜これ以前なし〕
閏8/21 国で入湯のため江戸発

〔2/12 松平不昧年譜は3/12、出雲侯御参勤御帰国記は2ノ田

4/24卒去(大圓庵)・〔出雲侯御参勤御帰国記これ以降なし〕

1809

1810

4/8

1811

4/21

1812

3/21

8/5

3/、21

5/13

3/21

松江

1813

1814

5/28

3/10

備 考

3/11 家督を継ぐ(16歳)

5/1入部のため江戸発

〔雲国侯年譜、6/4円流寺詣、6/8松江城本丸に登る、6/10乗輿で城下廻る〕
〔雲国侯年諧、2月杵築社参〕

1815

1816

5/16

2/29

8/27

2/27

1817

9/11

1818

4/1

1819

〔雲国侯年譜、2/2杵築・日御崎社参〕

〔雲国侯年譜、これ以降なし〕

9/4

2/29

閏4/11

3/221820

6/6

2/28

〔1句

1821

1822

9代松平斎貴 (1815-63)

10/4

3/8

9/26

2/11

5/6

文政5

文政6

文政7

文政8

文政9

文政10

文政れ

文政12

天保1

天保2

天保3

天保4

天保5

3/21

1822

1823

江戸

5/23

2/29

1824

1825

1826

御容体につき滞府

3/21 卒去(月潭院)

1827

1828

松江

1829

8/6

4/4

4/23

1830

帽創

5/部家督を継ぐ

1832

4/'2

4/23

1833

1834

3/27

4/23

4/8

備

9/5

3/1

5/20

閏3/1

5/20

3/1

5/17

3/フ

8/6入部のため江戸発

大井川満水につき4日滞留
公家衆参向につき府中に1日逗留

考

閏3/1大井川満水につき2日滞留

大井川満水につき5日滞留・〔4/8、出雲侯御参勤御帰国記は4/4〕



天保6

天保7

天保8

天保9

天保10

天保"

天保12

天保13

天保叫

弘化1

1835

1836

1837

4/23

1838

4/4

5/'4

4/6

4/231839

1840

5/17

1841

1842

4/12

5/20

1843

〔16〕

弘化2

弘化3

弘化4

3/フ

5/26

1844

5/17松江城着予定のところ所々川支えにつき3日逗留

大井川満水につき1日逗留

3/11

1845

8/16 3/29

5/21

3/11

1846

中山道を通る

嘉永1

嘉永2

1847

k 8/24

5/25

所々川支えにつき8日滞留

川支えにつき1日延着

(中山道を通る。藤沢秀晴「山陰諸藩主の参勤交代」『島根地方史研究』20による)

9/2

10/12

3/フ

閏9/4

3/1

1848

嘉永3

嘉永4

嘉永5

嘉永6

女政1

安政2

安政3

安政4

安政5

安政6

万延1

文久1

文久2

文久3

1849

,参言ヒ正

閏4/23

1850

9/17

9ノ晦

1851

9/29

8/16~24日光参詣

滞府

在府

京都「御使」につき滞府
9/2上京のため江戸発

9/17 京都着
9ノ晦京都発

在府

1852

1853

12/14

1854

1855

5/24

1856

9/4

1857

1858

1859

病気につき療養願いによる

V14

1860

4/18

9/5

18印

(正月を道中で迎える)

9/5隠居、御名略光扇様〔出雲侯御参勤御帰国記これ以降なし〕

1862

10代松平定安(18舗・肌)

1863

嘉永6

安政1

3/24

'

〔出雲侯御参勤御帰国記これ以前なし〕

1853

女政2

安政3

女政4

安政5

安政6

万延1

1854

〔出雲侯御参勤御帰国記これ以降なし〕

j工戸

9/5

1855

1/14

1856

4/8

4/23

4/4

5/161857

3/4 卒去(直指庵)

1858

松江

1859

1860

9/19

2/8

9/5 家督を継ぐ

ν14入部のため江戸発

5/1

3/15

4/6

5/18

3/10

閏5/11

8/23

備

5/24

閏3/11

考

ノ
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文久1

文久2

文久3

1861

1862

元j台1

1863

5/1

4/6

1/23

慶応1

慶応2

1864

1865

慶応3

明治1

3/23

V22

2/21

1866
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松江東照宮と圓流寺伝来の石造物について

一松江神社、圓流寺、鰐淵寺等に所在する石造物一

とうしょうぐう

1,はじめに

松江藩の時代、現在の松江市立女子高等学校の所在地中公1工市西尾町)に、「東照宮」とその別

当寺として建てられた「圓流寺」があった。

東照宮は寛永5年(1628)堀尾忠晴が徳川家康を祭神として建立したものである。また、圓流寺

(山号照光山、天台宗)は、鰐淵寺密厳院の僧豪教を招いて開山としているσ)。東照宮も圓流寺も、

松江藩によって支えられる格式の高い社寺であった。

その後、明治10年 a釘7)に、楽山(西川津町)に松平直政を祀る楽山神社が建立され、東照

宮は明治 31年 a898)に楽山神社に合祀された。さらに、楽山神社は翌明治32年(1899) 10 打

に松江城山内へ移され、松江神社と改称した②。松江神社には、これらの経緯により、建造物、宝物、

石造物等に東照宮から移されたものが伝えられている。

一方、圓流寺は荘厳な本堂を持つ寺院であったが、昭和16年(194D ごろには「僅かに本堂の

所在に旧来庫裏の古材を用いて小規模の庫裏を再建し、御霊殿、通殿、拝殿、四ツ足問、唐門、鐘

楼等は存tるものの、唐門の夕H才桧皮葺きを瓦葺に改めた。」という状況であった剛。その後、残っ

た建物等も徐々に失われ、昭和如年 a965)の松江市立女子高等学校の建設で全ての建物は解体

され、圓流寺は小堂宇となり、中に収められた歴代将軍の位輝、什器、経典等を除いて、他所に散

逸していった。

えんりゅうじ

岡崎雄二郎・西尾克己・稲田信・椿真治・

木下誠・松尾充晶・高屋茂男
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松江藩によって維持され、高い格式を持った東照宮、圓流寺の記録、記憶が失われていく中で、

可能な範囲で現時点での記録をとどめていくことは重要と考える。東照宮、圓流寺の寺格、社格を

考えるとき、多くの関連石造物が存在したと思われるが、本稿では、松江神社所在の東照宮伝来の

石造物、圓流寺伝来とされるホテルー畑(千鳥町)の大灯籠、現圓流寺(西尾町)の板碑、また、

鰐淵寺に残る圓流寺住職の石塔を紹介する。

注1 上野富太郎、野津静一郎『松江市誌』1941

注2 注1に同じ

注3 注1に同じ

(参考)黒沢長尚『雲陽誌』1717 (享保2)朝酌小学校開校八十周年記念事業委員会『あさくみ郷士誌考』

1956 、朝酌郷士誌編集委員会『朝酌郷士誌』 2001

2.松江神社の石造物群

松江神社境内には参道沿いを中心寸こ、鳥居、灯籠、狛犬(唐獅子)、手水鉢等が配されている。(表

1)昭和16年頃の圓流寺について、「山上の鳥居は慶安二年四月十七日松平直政の寄進にて、ニケ

の石燈籠は元治二年四月十七日松平定安の建設にかかっている」①とあり、その後、記事の鳥居

と灯籠は松江神社に移され、現存する。また、手水舎も東照宮から移されたと伝えられ、手水鉢も

介わせて移されたと考えられる。

川松平直政寄進鳥居

松平直政寄進の鳥居は旧東照宮跡中公t工市西尾町)に建っていたもので、昭和40年(1965)刊

行の書籍には「旧東照宮跡上の鳥居」として移転前の写真とともに紹介されている a)。松江女子

高の校舎建設に伴い、昭和42年(1967)に松江神社に移され、現在、神社正面の参道入口に据え

られてぃる。鳥居の脇に「苹(華)表再建昭和四十二年十二月」と刻まれた小さい石碑がある。

花崗岩製の明神鳥居で、 2本の柱の上に2本の石材を組み合わせた笠木、島木(1石で表現)を

渡し、その下に貫を入れ、貫と島木の間に額束を建てている。笠木上面は屋根形に加工し、中央か

ら両端に向けて緩やかに反り上がり、笠木、島木の両端は内側に向かって斜めに切り落としている。

柱は内向きに傾き、両柱下部は根巻石で固定している。

柱下部から笠木上端部までの高さは5.02 m (中央で4.85 m)、笠木の横幅(先端部間)は6.85

m、島木の横幅(上端部間)は 6.5 m。額束は高さ 47Cm、幅40師、貫は縦幅 43Cm、オ黄幅 6.45 m。

柱は下部で直径52Cm、上部で直径43血、柱間(芯芯)は下部で3.96 m、上部で3.5 m。根巻石

は直径1.1mである。柱は左右とも 2つの円柱を継いでおり、左柱は高さ 2.99m、右柱は高さ 3.6

mで継いでいる。

左柱には「慶安二己丑暦四月十七日」「出雲侍従源直政朝臣」、右柱には「奉寄進」「石孳(華)

表一基」「照高山」「東照宮大権現寶前」の銘文が刻まれており、この鳥居が慶安2年 a649) 4月

17日に松平直政によって寄進されたことが分かる。石材を見ると、全て花崗岩ではあるが、笠木、

島木、正面左柱(下部:慶安2年の銘文が刻まれた石柱)、右柱(上音D はやや赤味がかっており、

他の石材とは異なる。

注1 上野富太郎、野津静一郎胖公1工市誌』1941
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②元治二年四月十七日銘灯籠

元治二年 a865:慶応元年)四月十七日銘灯籠は、北側(松江城本丸但ID から入る参道両側に据

えられている。東照宮にあったもので山、松江神社に移されたものである。

宝珠から基壇までの総高2.兜mを測る。全体的に風化が進んでいるが、製作当初の形,長を保って

いる。石質は、出雲市久多美町産の久多見石(黄褐色軟砂岩)と思われる。

宝珠は、高さ 33.6Cm、最大径30.4Cmを測る。先端部を欠失する。下音Ⅲこ・一辺 30.4Cmの方形台

部を設ける。

笠は、高さ31Cm、軒先端部102師を測る。上部から軒先に向けて急傾斜tる。笠の内面は高さ

17.6伽、横幅如Cmの削り込みを設ける。

火袋は、高さ 31.8Cm、幅41.6Cm。上下両端は丸味を帯びる。内但川こ縦 18.8伽、横26.4Cmの方

形の窓を設ける。火袋の内面上吾畷才、横幅21.6Cmほど割り込まれ上へ空いてぃる。

中台は、高さ 24.8Cm、・一辺 61.2伽を測円、下部に葵紋を・一辺で3単位彫り込む。

竿は、高さ73師、瓢箪の変型で、上部屈折点の幅は42.4Cmを測る。下部屈折点の幅は52Cmを測る。

中央部正面に「奉献」、裏面に「元治二年乙丑四月十七日謹上」と刻んである。

図2 松平直政寄進鳥居実測図

' 1
1

1 1
f'^ー、

ι
9
迅訂

高
山

*
"
大
●
N
-
・
賃
病

五
畢
恐
.
三
王

出
雲
侍
^
源
直
政
朝
臣

ー
ー

/
/



^"、

1 夕疑一,、

筏1弓1弓戸"革',、

、と璽 ' 1',

即<ゞ証"念絵_条懲鳥江X響、¥

__.J L_

■

゛,'ー、ー"

、r・ー,

●",'C七'

'゛{,.
弓

4町D.

竿部分の銘文

0 40cn
L^"^

".^

ψふ=.孝'^^4.ニー'3 ,ニ,

図3 元治二年四月十七日銘灯籠実測図

基礎は、高さ 34.1Cm、一辺76Cmを測る。上音隣こ葵紋を一辺で3単位彫り込む。

基壇は2段積む。上段は、高さ 31Cm、一辺 10lcmを測る。厚み24.5師程度の直方体の石を4個

組み合わせる。下段の石は、地面に入り込み深さは不明。地上高は33Cm。一辺は、 137卿を測る。

厚み29伽程度の直方体の石を4個組み合わせる。

伊藤菊之輔『出雲の石造美術』1965 に旧東照宮跡の石燈籠として写真とともに紹介されており、

昭和40年(1965)ごろまでは旧東照宮跡(松江市西尾町)に建っていたことが分かる。松平直政

寄進の鳥居と同時期に、松江市立女子高等学校校舎建設に伴い移転されたものである。

(刻字の拓本にっいては文化財課嘱託の荻野哲二氏の協力を得た。記して感謝の意を表する。)

注1 上野富太郎、野津静一郎『松江市誌』19U、伊藤菊之輔『出雲の石造美術』19備
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③手水舎と手水鉢

手水舎の説明板によれぱ、「東照宮の手水舎にして寛永十六年 a639)に松平直政公の命によっ

て建築されたもので、大工棟梁は渡辺加兵工尉、藤原好真の作と云う。明治三十年(1897)十月現

在ある本殿拝殿と共に、この地に移築した」とある11)現在、木造檜皮葺の手水舎と、屋根下に自

然石の手水鉢が据えられている。

手水舎は高さ 3.1m、屋根は檜皮葺の寄棟造りで、正面軒先幅4.om、奥行き 3.5m、棟に装飾

を施した来待石製の棟石1個を載せる。四柱は全て 10cm幅の角材で、正面柱間は2.25m、奥行き

1.68 mである。

手水鉢は緑がかった自然石 q皮の浸食を受けたような堆積岩)で、高さ85Cm、上面から底に向かっ

て細くなる形態である。上面の横幅 1.認 m、縦幅 1.2 m、水六は横幅85Cm、縦幅認 Cm、深さ 20

卿、底の横1隔 130cmである。

④北側参道の鳥居

北側参道の鳥居は明治35年(1902)に奉納されたもので、北側(松江城倶D に向く参道入口に

据えられている。花崗岩(三刀屋御影石)製の明神鳥居で、 2本の柱の上に2本の石材を組み合わ

せた笠木、島木を渡し、その下に貫を入れ、貫と島木の間に額束を建ててぃる。笠木上面は屋根形

に加工し、中央から両端に向けて緩やかに反り上がり、笠木、島木の両端は内倶Ⅱこ向かって斜めに

切り落としている。柱は内向きに傾き、両柱下部は根巻石で固定してぃる。

左柱には「明治三十五年十月建之」「大原郡斐伊邨石工種藤市」、右柱には「発起人坂田金太

R円の銘文が刻まれており、この鳥居が明治35午'10月に発起人坂田金太郎等によって寄進された

こと、石工が大原郡斐伊村(現雲南市)種藤市であつたが分かる。また、両柱には3段に分けて寄

進者銘が刻まれており(表2)、明治35年頃の状況を示している。元は神社正面に据えられてぃた。

注1 朝酌郷士誌編集委員会『朝酌郷士誌』2001の印公1工東照宮」の項に、手水舎にっいて、胖公江舛ヰ士記略』

によるとして、「手水舎西尾村の東照宮にあったものを、御社殿とともに移築されたもので、大1棟梁

渡部加兵律赦子真の作である。昭和十午京都御所勤務古建築研究家川上邦基氏より、稀代の名作であると

称贅をうけた屋舎である。」とある。
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表1

NO

松江神社の石造物一覧

西暦

1649

2

年

3

1967

慶安2年

和歴

4

干支

昭和42年

5 1907

己丑

6

月日

1907

明治卯年

4月17日

7

明治40年

種類

8

12月

9

W

鳥居

6月5日

187フ

再建碑

H

唐獅子(右)

(左柱)慶安二己丑暦四月十七日出雲
侍従源直政朝臣(右柱)奉寄進石華表一
基照高山東照宮大権現寶前

6月5日

唐獅子(左)

1879

明治10年

W 187フ

13

灯籠(右)

明治12年

華表再建昭和四十二年十二月

明治10年

丁丑

灯籠(左)

銘

14 1902

(表)奉献(裏)明治四十年六月五日
原熊太郎

灯籠

15

6月

手水鉢

文

明治35年

丑

1865

(表)奉献(裏)明治四十年六月五日
原熊太郎

5月5日

灯籠

16

灯籠

1865

(台座)神谷金之助神谷浩之助

17

元治2年

10月

灯籠

玲

元治2年

19

灯籠

乙丑

1895

10月

(表)奉献(裏)明治十丁丑年六月吉日(台座)
松江市南田旧藩士

灯籠

石材

神社名柱

乙丑

4月17日

明治28{f

(表)奉燈陸軍大尉正七位勲五等造(裏)明
治十二年五月五日

表2

花崗岩

4月17日

(表)奉削K裏)明治十年丑十月

備考

鳥居

花崗岩

石工奥

(正面)縣社松江神社(右)祭神
従三位松平直政公

東照宮伝来

来待石

灯籠(右)

来待石

石工奥

(左柱)明治三十五年十月建之
伊邨石工種藤市(右柱)発起人
郎

北側参道の鳥居寄進者銘文

灯籠αE)

1月1日

来待石

(表)奉献(裏)元治二年乙丑
上

灯籠

来待石

鳥居(稲荷社)

灯籠

来待石

(表)奉献(裏)元治二年乙丑
上

自然石

来待石

来待石

東照宮伝来

明治二十八午
口建設

来待石

旧藩祖贈

来待石

大原郡斐
坂田金太

来待石

四月十七日謹

花崗岩

羽一H

四打十七日謹

花崗岩

松本口次郎同口

来待石

来待石

東照宮伝来

郎

来待石

来待石

東照宮伝来

花樹岩

郎
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表2 2 北側参道の鳥居寄進者銘文

3.ホテルー畑の大灯籠

ホテルー吠Wの大灯省創よ総高約3.8m、高さのある堂々たる春日型灯籠で、宝珠等火袋中台、
人・ノ'・

基礎からなる。石材は、見たところ差し渡し5mm前後の目の粗い鉱物で構成される花崗岩であ二干、

るが、出雲地方では見力斗ナない。

宝珠は、高さ如Cm、最大径認Cmを測り、肩部がやや角張る。請花は高さ 22Cm、最大径53.6Cm

を測り、高さ 17Cmの範囲に簡略化した8つの蓮弁紋を廻らt。

笠は、六角形で、高さ田.2脚、上端径84Cm、蕨手先端音断丕 132伽、下端径 114伽を測る。反り

はよく、蕨手の巻き込みは強いが、先端部の風化、欠落が著しい。

火袋は、六角形で、高さ 60.8轍、一辺如.4師を測る。輪享畔泉は、上下端手前で大きく曲がり全

体的に丸みを帯びる。最大径は、中位で81.2師を測る。各窓は、縦38Cm、横30卿の締Nこ長い長

方形の浅い削り込みがあり、内2窓は透かしとなっている。窓は、透かしの底面から9Cmほど上で

火袋の中心倍畷こ向けて斜めに8Cm上がっていく。他の4面には、 8弁の菊花紋様を2面に、矢羽根

状で内佃川こ満を彫った十字紋を2面に浮剖影りしてぃる。

中台は、高さ 36.4m。上半音畷才、六角形で高さ]フ.2Cm、一辺 54Cmを測る。内但11に隅丸の格狭

間を削り込む。下半音Ⅲよ、高さ 19.2Cm、全周に8つの複弁蓮弁紋を半肉彫で表t。 1単位の幅は

32 ~ 33Cmである。
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図5 ホテルー畑の大灯籠実測図
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竿は、高さ 119.6Cmで、中膨れとなる。上端部の直径53.6Cm、下端部の直径郭.2Cm、中位の大帯俵伶

は縦 14.4Cm、直径65.2Cmを浪円、上下に段を 1つずっ設ける。さらに上、下端部から 10伽の部

位にそれぞれ段を1つ設ける。

基礎は、高さ 14.8血、上端径76Cm、下端径96師を測る。全周に8 つの複弁蓮弁紋(反花座)

を半肉彫で表す。 1単位の幅は27師前後である。

基壇は、地面からの高さ 26Cm、差し渡し 126Cmほどで粗害円、荒加工のままである。

圓流寺にあったとの灯籠は、昭和40年(1965)の女子高造成の折、売却された。まず母衣町のスー

パーふくしまの北側川辺に移ったという。次に、内中原町の個人邸に行き、昭和50年代になって、

ホテルー畑が渡部善之助社長時代に購入し、以来本館前西側のガーデン芝生地の南端に建てられて

いる。欠失部各所は、樹脂に砂を混ぜて修復されている。

当初は1対で建っていたと思われる。これとそっくりではないかと思われる大灯籠が伊藤菊之輔著

『続出雲の石造美術』に紹介されている。それによれば「旧岡崎別邸の六角型燈籠松江市殿町旧

岡崎別邸(現島根県農業共済組合連合会)に、はだの柔らかな大型燈籠がある。高さ三・五米、宝珠

は高く大きく先端は尖っている。笠もグロテスクと思われるほど高く大きく、火袋には菊や十文字が

彫ってあるが、頑丈そのもので、中台下の蓮華は美しいが、基礎の反花は拙く、後補かと思われる。

俗に梨子目みかげといわれ。柔軟な欠点があるが、量感ゆたかな偉容をもつ燈籠である。」とある。

両者を比較してみると、高さ3.5mとされたのは、基壇を除けぱほぼ同じ高さとなる。火袋に表

現された菊や十文字の装飾も同じではないかと思われる。掲載されている写真を見ても、全体の姿、

形はよく似ており、これが対になるもう一方の大燈籠ではないかと考えられる。また、『朝酌郷士三"

によれば、「現在ホテルー'畑の庭園に、四メートノレもあると思われる古灯籠が立ってぃる。これは

地元では東照宮にあった対の大灯籠のーつだという。同ホテルでは、堀尾吉晴が豊臣秀吉から拝領

した灯籠と伝えられることから、保存加工して大切にしている。東照宮'と圓流寺は堀尾忠晴の創建

であり、富田城下に保存されていたものを、圓流寺へ運んだとも考えられ、もしそうだとtれば、

これだけでも松江藩主の東照宮への心入れが察せられる。」としているが、拝領云々の話にっいては、

真実のほどは分からない。

4,圓流寺の板碑

東照宮、圓流寺のあった丘陵(現松江市立女子高等学校)の麓に鉄筋コンクリート造の現在の圓

流寺があり、徳川将軍や圓流寺住職の位肌などがある。建物の前方と後方に花崗岩製の板碑が3基

残されている。建物前方の板碑を1号、後方の板碑を建物に近い順に2号、 3号と呼ぶ。いずれも

天保3年(1832)の紀年銘をもつ。

①圓流寺1号板碑

1号板碑は、やや赤みがかった花崗岩製で、総高130伽、 2段の同じ花崗岩製の基壇上に板碑が

乗る。板碑は高さ 94師、幅43Cm、厚さ 18.5轍、上端部を高さ 5.5師ほどの蒲鉾形に加工してぃる。

上段の基壇は高さ 18Cm、幅63卿、奥行き 39.5伽、下段の基壇は高さ 18轍、幅 10ocmである。

板碑の正面には「南無薩達麿芬陀梨迦蘇多覧」、裏面には銘文と「天保三壬辰春」の紀年銘が刻

まれている。 1号板碑裏銘文は次のとおりである。

〔2田



(1号板碑裏銘文:原文は縦に刻む)

師石豪教不詳図図劒住鰐山密厳院寛永中詰命図戻

此山開基畢

東照神宮廟祭祀事是謹相槫師生平特法事延寛至讃謂

一萬三千部其延可口也延賓六年戊午六同十四日示寂

葵鰐山云子誰不敏承之奉職各年于此因縁真事文延其

名浬成也皎記胎叉図爲銘日

讃謂叉口須有舌存

淡徳可尚足春浚是

沙門慈空合口天保三年壬辰春

②圓流寺2号板碑

2号板碑は、やや赤みがかった花崗岩製で、下音肌よ士中に埋まっている。板碑は高さ140伽以上

で、幅40cm、厚さ 16Cm、上端部を高さ 6Cmほどの蒲鉾形に加工している。

板伸の正面には梵字と「神」、「天保三壬辰春」の紀年銘が刻まれているが、裏面に銘文は刻まれ

てV＼なV＼

③圓流寺3号板碑

3号板碑は、やや赤みがかった花崗岩製で、自然石の基壇上に板碑が乗る。板碑は高さ86Cm、

幅如肌、厚さ 15Cm、上端部を高さ 5伽ほどの蒲鉾形に加工している。板碑の底音Ⅲこは幅 17Cmの

ホゾを造り付け、基壇には同幅のホゾ六を穿って板碑を建てている。

板碑の正面には発字と「荒神」、裏而には発字と「天保三壬辰春」の紀年銘が刻まれている。

(裏銘拓影)

圓流寺1号板碑実測図
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(裏) (表)

図8

表3

圓流寺3号板碑実測図

(表銘拓影)
^、

圓流寺住職位牌一覧(圓流寺蔵)と無縫塔(墓石)の所在

6わ岱寺開ナ'大阿閻梨竪者法印深教府W加立

2 6t)當寺第二世大阿閣梨竪名法印豪豫和尚位

3 6t)常寺第三世火阿闇梨竪名法印盛傳和尚N

4

神

6わ當寺第岡繊火11引捌梨撃名法印傳喫和尚位

5

位牌嵯■

6わ當寺第五世大阿圀梨竪名法印榮胤和尚位

6

宅虫
/ 1L'

dわ常寺第六世大阿闇梨竪名法f内焚海和尚位

ーー亜^

0

(発)常寺第七世火阿1糊梨竪者法印急勇和尚位

8 6t)當寺第八世机大僧都竪名法印胤澄和尚位

9 6b當寺第九世大阿1糊梨堅lf法印裟湛和尚伯

W Ot)常寺第十世大阿1糊梨竪名法印智沈チ1_W,]位

Ⅱ 0廿常寺a工十・・世火阿開梨竪者法印述海和尚位

12

20cm

6わ當寺第十二世怖大イ,円都竪者法印智胴

13 6t)當寺第十三世大阿闇梨竪・者法印性寂和尚位

N 6t)當寺第十四世火阿闇梨竪名'法印慈空乳W"立

15

延宝六戊午年六打十四日

6t)當寺第十五也ヅく阿閣梨竪者法印泰道和尚位

]6

寛永十癸当天三打七H

6t)當寺第十六Ⅲ大阿闇梨竪名法印孝順和尚位

Ⅱ

火羽じ之下戌年十1」八H

けわ鴬寺第十七但プく1珂闇梨燮者法印大空和尚位

玲

元様十五年午七村十八1_1

付.牌唖D

(発)當寺第1八世火阿闇梨竪者法印諦偏和尚位

正徳五太年三H十八U

N

亭保'1上一・辰年ニナj八H

6t)當寺第十九世大阿闇梨竪客法印心海和尚位

宝1ぜ九巳卯天正lj七Π

20

明和元小年十二1-1八H

僧覺湛大和尚位

安永五丙小年三IJ四[1

克政十年戊午止ル十八H 行年七十二終

三界萬器有緑地緑等

寛政五癸孔年仲冬・11三H

文政五壬午八jJ八日行年七十一終

鰐淵寺・延縫塔配透

文政五年壬午三H六日行年六十七終

天保八丁匹輪罵三j1四日

天保十四癸卯年三月廿五Π行年六十五寂

等樹院

列、化三丙午年十河二日

弘化四丁未年九打七日

安政元半寅十二H十七日寂行年三十七

明治樹年九月十一日卒
敬田院耕得一乗居・七居
俗名村田耕一

J込,L、1跳1

等樹院

行年七十五終

明治十二年九月・1十七日
清浄院殿殿沓闇晏居士
行年七十有一俗名高橋伴造

松本坊

智春聖人不退1立

松本坊

松本切
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5.鰐淵寺の石塔

鰐淵寺(出雲市別所町)は天台宗の寺院で、伝承では推古天皇2年(594年)、信濃の智春上人

が当地の浮浪の滝に祈って推古天皇の眼疾が平癒したことから、同天皇の勅願寺として建立された

とV＼う。

圓流寺の住職は、開山豪教を始め、歴代が鰐淵寺から出ており、鰐淵寺には圓流寺住職を勤めた

僧侶の無縫塔(墓石塔)などが残されている。圓流寺周辺では住職の無縫塔などが確認できないこ

とから、鰐淵寺の出身寺院の墓所に葬られたと考えられる。

圓流寺住職の無縫塔は仁王門の東側の丘陵斜面で、西林木町(出雲市)から鰐淵寺に抜ける旧道

沿いにある鰐淵寺僧侶の墓石群の中に所在する。今回調査した墓石群は三段に分かれており、上段

が松本坊、中段が是心院、下段が等樹院の僧侶の墓所であるⅧ。

等オ釧浣墓石群は、 32以上の石塔からなり、幅約20m、奥行き約 10mほどの平坦地山ぎわに幅

約17~20m、奥行き約1~2mほどの石積み基壇を設け、その上に無縫塔を中心とする石塔を配

置してぃる。石塔群のある平坦地内を鰐淵寺から西林木町の霊雲寺脇に抜ける旧道が通り、東に向

かって中段(是心゛鋤、上段(松本坊)の石塔群に至る。

Π)前圓流寺阿闊利竪者法印榮胤塔(是心院(中段)墓石群)

圓流寺第五世榮胤の石塔は中段の是心院墓石群中央に位置する。総高106Cm、塔身、基礎、基壇

からなり、いずれもやや赤みがかった花崗岩である。

塔身は高さ 67Cm、上部の最大経35Cm、最下部の経22Cm、頂害隣才宝珠状に加工されている。正

而は高さ 53師、幅 10.5 ~ 13.5Cmほど・'段削り、その中に「i噺恵五乙未」「(発字)前圓流寺阿閣

梨學者法印榮胤大和尚位」「三打十八日」と刻む。基礎は高さ15卿、側而に請花を廻らし、頂部の

経33Cm、底部の経22.5Cmである。基壇は高さ 24Cm、幅 23伽である。

②圓流寺開基豪教塔(等樹院(下段)墓石群)

豪教塔は圓流寺開基(山)豪教のために、明治10年(187フ)に没後200回の追業として圓流寺

20世覚湛が再建したもので、等樹院墓石群の正面右寄りにあり、総高172Cm、 2段の基壇の上に

自然石の石碑を載せる。

石碑は高さ 95.2卿、幅約35Cm、厚さ約25卿で、正面に発字と「圓流寺開基豪教塔」、裏面に「延

宝六戊午年六月十四日遷化明治十丑年正當二百之追業圓流寺二十世覺湛再建之」と刻む。基壇は

石碑と同石材の切石である。上段の基壇は1石の高さ如卿、幅68卿、奥行き50cm、下段の基壇

は 3石で、高さ 37Cm、幅は正面右から約 17Cm、糸勺46Cm、糸勺41Cm、奥行きは約 83Cmである。

③前圓流寺阿闊利竪者法印寂海墓(等樹院(下段)墓石群)

圓流寺第六世寂海の石塔は、等樹院墓石群の正面左寄りにあり、総高95Cm、来待石製の塔身と

花崗岩製の二段の基壇からなる。

塔身は高さ 64Cm、上部の最大経31伽、最下部の経22,5Cm、頂部は宝珠状に加工されている。

正面は高さ51Cm、幅7~Ⅱ.5伽ほど一段削り、その中に「前圓流寺阿閣梨竪者法印寂海墓」と刻

む。裏倶Nこは「享保二十一丙辰歳二月八日」と刻む。基壇上段は高さ 20cm、上幅41Cm、下幅42師、

上面には塔身を請ける加工が施されている。基壇下段は高さ 11Cm、幅50師である。

塔身は風化が少ないことから作り直された可育断生があり、基壇は花崗岩製だが、やや風化気味である。

注1 鰐淵寺住職佐藤泰雄氏の御教示による。
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表4 鰐淵寺所在の圓流寺関係石塔一覧

樹院(下段)
墓石群

是心院(中段)墓石群

20cm
^

松本坊(上段)墓石群
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6.その他の石造物(P44 の写真)

①紐解神社の松平定安寄進鳥居中公j工市西尾町)

紐解神社にある花崗岩製の鳥居は東照宮伝来のもので、北側柱に「従四位上行左近衛権少将源朝

臣定安謹上」、南御件主に「元治二年乙丑四河十七日」とある。これより、松平定安が元治2年仕865)

に建てたことが分かる。なお、円召和43年復原」と書かれた碑が横に建っ。

②圓流寺と西尾団地との間にある墓

県道に沿って圓流寺と西尾団地との問に高さ6フジの来待石製の無縫塔が一基ある。表の銘文は

風化のために発字以外は読めないが、裏に「十九才寂鑾湛僧正ノ弟子」「明治二十三年寅七月六日」

と刻む。なお、東側に隣接して来待石製の墓石があり、正面は風化のために読めないが、側面に「松

江藩士高橋氏」「明治十口年九年七日壽七十一而寂」とある。但し、両者の関係は不明である。

③松江市立女子高等学校内の東照宮石碑

明治妬年(1912)、西尾地区では、旧東照宮跡に「東照宮遺址」の石碑を建立し、旧跡の記憶を

残そうとした。石碑は、現在も松江市立女子高等学校内にあり、表面の銘文の一部には剥落が認め

られる。銘文の翻刻にっいては、『あさくみ郷士誌考』1956等に掲載されてぃるので割愛する。

フ.おわりに

東照宮とその神宮寺である圓流寺に係る石造物にっいて、実測を中心とする調査の概要を報告し

た。最後に、今回の石造物調査の成果と今後の課題について記しておきたい。

a)石材について

東照宮の山上と麓に据えられていた2基の鳥居(松平直政寄進鳥居、松平定安寄進鳥居)は共に

花崗岩製である。現在、松江神社に移された慶安2年(1649)銘の「松平直政寄進鳥居」は、やや

赤みをもつ花崗岩製で、同質石材と思われる鳥居には、寛永16年(1639)に同じく直政が寄進した山

日御碕神社(出雲市大社町)の鳥居がある。管見の限りでは、やや赤みをもっ花崗岩製の鳥居は出

雲地方では類例があまりなく1酎工藩などが関わり特別に他地域から搬入された石材と推定される。

また、圓流寺に残る板碑も少し赤みをもつ花崗岩で、天保期で新しいものの、他地域から搬入され

た可ヨ断生が高い。なお、紐解神社に移された元治2年(1865)銘の「松平定安寄進鳥居」は、出雲

地方で良く見かける白っぽい花崗岩製である。

灯籠にっいては、凝灰質砂岩製(来待石、久多美石)と花崗岩製のものがある。松江神社に移さ

れた「元治二年四月十七日銘灯籠」は、表面の剥落状況より出雲市久多美町産の久多見石の可能性

が高い。同じ石材の製品としては、松江市外中原町の松平家菩提寺である月照寺の「天隆公(宗衍)

寿蔵碑明照寺:萩野喜内の撰文により宗衍公の治績を刻む)」②が著名である。一方、現在の圓

流寺前方にある六地蔵や小型の万延2年 a86D 銘の灯籠は松江市宍道町産の来待石製と考えられ

る。「ホテルー畑の大灯籠」は、目の粗い鉱物で構成される花崗岩製で、出雲地方ではあまり見か

けない材質である。

②規模について

東照宮にあった鳥居と灯籠にっいては、共に出雲地方では最大級の製品である。鳥居の高さは、

〔35〕



松江神社の「松平直政寄進鳥居」が5m、紐解神社の「松平定安寄進鳥居」が5,1mで、灯籠の高

さでは、「ホテルー畑の大灯籠」が高さ 3.8m、松江神社の「元治二年四月十七日銘灯籠」が2.9

mを測る。総て藩主により奉られたものであり、松江藩の格式にあった規模を有しているといえよ

つ。

なお、東照宮と比較すると、圓流寺に関わる大型石造物は知られていない。現在の圓流寺には板

碑3基(花崗岩製)と灯籠(来待石製:海心和尚建立) 1基及び六地蔵(来待石製)が存在し、板

碑は高さlm前後、灯籠も精緻に加工はされているものの小型品で、また、六地蔵も同様に小さい

ものがある。

③製作年代について

松江神社の休公平直政寄進鳥居」は慶安2年(1649)の銘をもっており、出雲地方で紀年銘によ

る管見の限りでは、前記日御崎神社の「松平直政寄進鳥居」に次ぐ古さである。因に、東照宮'圓

流寺が創建された寛永期の同社寺由来の石造物は今のところ確認されていない。

「圓流寺の板碑」 3基は、いずれも天保3年(1832)の紀年銘をもっ。 1号石碑の銘文からすると、

開基豪教の 150年遠忌を記念して、時の住職慈空が建てたものである。

東照宮には、元治2年(1865)銘の「松平定安寄進鳥居絲丑解神社)」と「元治二年四月十七日

銘灯籠(松江神社)」があり、史料・的御絲勺の中で断定はできないが、この年に、東照宮では遷呂等

の大きな行事があったのではと推定される。

最後に、課題として歴代圓流寺住職等に関係tる石塔調査にっいて記しておきたい。今回、鰐淵

寺(出雲市別所町)にある歴代圓流寺住職の無縫塔などの石塔にっいて、 3坊(松本坊、是心院、

等樹院)の墓地で確認調査を実施し、残された文献史料が少ない中で、圓流寺と鰐淵寺とのっなが

りを石造物で探るという調査方法の端緒を試みることができた。しかし、確認できた関係石塔は圓

流寺歴代住職の約半数分である。鰐淵寺山内に無数に存在すると考えられる石造物の調査はかなり

の時間を要すると考えられるが、今後の調査とその成果に期待したい。

注1 伊藤菊之輔『出雲の石造美術』1965

注2 宍道正年『ふるさと久多美から松江へ』20四

[本稿は、平成21年に行った松江東照宮と圓流寺伝来の石造物調査の成果を報告するものである。

石造物調査にあたっては、岡崎雄二郎、西尾克己、稲田信、椿真治、木下誠、松尾充晶、局屋茂男

があたり、本稿の執筆も分担して行った。図面の浄書は高屋茂男が行った。]

謝辞

本稿を執筆するにあたり、鰐淵寺住職佐藤泰雄氏、松江神社宮司永岡章典氏、株式会社ホテルー

畑常務取締役総支配人尾添敏郎氏、同取締役経営企画室・総務部総括支配人福富茂人氏には、調査

に訪れた私たちに対し多大な御便宜と御協力をいただきました。山根克彦氏、米原実氏には圓流寺

に関するご教示をいただき、山根氏には更に特別寄稿をいただきました。記して感謝申し上げます。
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1,圓流寺の創立

将軍家を祀った東照宮と圓流寺

天台宗照高山圓流寺(松江市西尾町)は、堀尾吉晴の孫忠晴が寛永5年(1628)に西尾の地に、

東照宮の別当寺として建て、祀ったものである。その後、寛永15年に信濃国松本より出雲に移封

された松平直政が、明暦元年(1655)に大猷院殿(3代将軍徳川家光)の霊廟を建立してぃる。そ

して寛文3年 a663)家光の 13 回忌に鐘楼を造営し、殿堂伽藍が整えられる。

2.歴代将軍家の霊廟圓流寺

圓流寺は3代将軍徳川家光の霊廟が造られてから、とれより後は寛永寺に葬られた将軍は、この

圓流寺に祀られることになり、増上寺に葬られる将軍は寺町の廷願寺に祀られるようになった。

圓流寺の歴代将軍の位牌

院万 補任 没年

3代徳川家光大猷院殿元和9年7村a623)慶安4年(1備D 娼歳

4代家綱厳有院殿慶安4年8月(1価D 延宝8年(168の 40歳

5代綱吉常憲院殿延宝8年8月(168の宝永6年(1709) 64歳

8代 有徳院殿享保元年8月(1716)宝暦元年(175D 68歳
フヨゴ七L,
にコフJ、

10代家治凌明院殿宝暦10年9打d76の天明6年a786) 50歳

Ⅱ代家斉文恭院殿天明7年4月a787)天保12年a841) 69歳

13代家定温恭院殿嘉永6年Ⅱ月(1852)安政5年a部8) 35歳

天台宗東叡山寛永寺は、家光が創建した将軍家の祈祷寺であって、真言宗三縁山増上寺は、徳川

家康によって徳川家の菩提寺となっていた。以後増上寺は、浄士宗の総本山として高い寺格を誇っ

ていた。徳川家康は、東照大権現として日光山東照宮に祀られてぃる。

3代家光は本来なれぱ、家康が徳川家の菩提寺と定めた芝増上寺に埋葬されるべきであったが、自

ら開創した寛永寺に葬儀を依頼していたとされる。そして家光は最も敬慕してぃた家康の眠る東照宮

に埋葬されることを望んでいたととから、祈祷寺であった寛永寺も菩提寺となり、寛永期以来の江戸

二大寺間のバランスは大きく崩れ、寛永寺が将軍家菩提寺として大きな勢力を持っこととなる。

こうした寛永寺・増上寺の両寺の菩提寺としての勢力争いの結果、両寺のバランスを取るような

形で、五代綱吉以降の将軍は、十四代家茂まで寛永寺と増上寺に祀られる将軍は四人ずっとなって

いる。松江藩もこれに従って、圓流寺、誓願寺に分けて各将軍が祀られてぃた。

山根克彦

〔4力

3.浄土宗本縁山誓願寺

寺町にある誓願寺は、元広瀬町富田にあり、堀尾氏の香華寺であったという。慶長13年(1608)



松江開府と共に伝挙上人によってこの地に移転したといわれる。堂宇をはじめ建物楼問に至まで堀

尾吉晴によって建立されたもので、当時その華麗さは、人目を驚かす程のものであったという。

松平直政は、 2代将軍秀,忠の霊廟を祀らせ、 200石を与え出雲国の諸寺の上席としたという。

元禄元年(1688)に火災により総てを焼失し、翌2年に再び諸堂宇が再建されている。 4代藩主

吉透が再建した楼門は、小林如泥の祖父が棟梁として建築したと伝わり、昭和2年(1927)に修理

が不可能となり取り壊されてしまった。

増上寺に葬られてぃる各将軍の霊位は、当寺に誓願寺に祀られていたであろうが、現在将軍家の

位牌は2代秀忠、 9代家重、 14代家茂の3基しか残されていない。

誓願寺現有位牌(●印は所在)

没年補任院 フラ'

● 2代徳川秀忠大徳院殿慶長10年4月a605)寛永9年(1632) 54歳

宝永 6年5月(1709)正徳 2年(1712) 51歳6代家宣文昭院殿

正徳3年4月(1712)享保元年a716) 8歳7代家継有章院殿

延享2年11月(1745)宝歴11年(176D 51歳● 9代家重淳信院殿

天保 8年9月a837)嘉永 6年a853) 61歳12代家慶慎徳院殿

安政 5年12月(1857)慶応 2年(1866) 21歳● H代家茂昭徳院殿

残ってぃる3基の位輝は、円流寺と同形で観音開きに金箔を施した厨子に入れられ、雲形の位牌

も豪華な作りである。そして当寺の檀家に松江藩の家老であった三谷家の菩提寺となっている。又、

本堂には、松平治郷公親筆による山号本縁山と書かれた掛け軸がある。

4.圓流寺の変遷

当寺は東照宮の別当寺として本尊不動明王を安置し殿堂伽藍が立ち並び、開創当初は1000石を

与えられ、天台宗として平田の鰐淵寺、安来の清水寺と並んで寺格の高い寺院であった。住職の格

式も高く家老向座であり、住職は代々鰐淵寺より派遣された僧であった。

境内の建造物は、御霊殿、通殿、拝殿、唐御門 q云如泥作)鐘楼、四脚門等があり、下段にも荘

重な本堂(瓦葺)庫裏があった。当時の本堂は、上の間、次の間、三の問、四の間、対面所、使者

の間、書院、茶の間等がある豪壮な建物であったという。当時前の川は禁漁区であって、坂下の道

路(現在の県道)は、一般人の自由通行は禁止されていたと伝えられる。

威勢を誇ってぃた圓流寺は、江戸幕府の崩壊と共に松江藩も廃藩置県となって、藩の支援を失い

崩壊の道を辿ることになる。第二十世の伽羅陀覚湛住職在任中に廃藩となり、寺領も給せられなかっ

たので近郷の子弟を集めて寺子屋を開き収入の足しにしていたが、こんなことでは寺の維持が出来

ず、広い本堂を売却してしまう。二十一世の村田寂順は、在職数年であったが元治元年 a864)鰐

淵寺の松本坊住持となってぃたが、明治元年(1868)の廃仏殿釈運動が起こり、天台宗本山の比叡

山延暦寺にも危機が迫り、その回避運動を起こし成功させた僧であって、後明治29年(1896)天

台座主、京都妙法院座主にもなっている名僧であった。

二十二世貴志寂忍師の時に益々維持困難となり倉庫を売却し、庫裏を取り壊しその材料で本堂跡

に庫裏を長さ五間横三間半に縮少して再建している。二十三世林寂応師も1年ばかりで他へ転じた
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ので、その後は無住となり山内は一層荒廃し、本堂及び庫裏の跡地は西尾地区の共有となる。

地区民遺跡地に桜、桃、楓等を植え公園探芳園を開設し来遊者が多くあったという。しかしその

後太平洋戦争となり、鐘楼の鐘は供出され、敗戦後は公園も開墾され畑地となった。昭和27年(1952)

には鐘楼も解体して売却されたので、境内の荘厳さは失われてしまった。

昭和如年 a965)には、東照宮、圓流寺は松江市立女子高等学校建設により、総ての古い建物は、

解体され、汝泥作と伝わる御成問は月照寺へ移転し、御霊殿(尊牌殿)、四脚門等は解体されて西

津田の山荘安来家に移設されている。

5.東照宮の変遷

堀尾忠晴によって建立された東照宮は、圓流寺の境内にあり、その後松平直政によってに更に

社殿を造営し、山上の大鳥居は慶安2年(1649)の直政の寄進であった。祭日は毎年4月17日で、

藩主は参勤交代があり在国の隔年には必ず参拝したという。松江城下から、十二丁櫓の船で参り、

お供は家老、御添え役、寺社奉行等々が随行した。西尾の舟入りにはいると直ちに上陸し、坂下の

茶屋で休息、であった。波止場に建てられた鳥居と二基の灯籠は、嘉永6年(1853) 10代藩主定安

の寄進によるものである。

明治維新により廃藩後、東照宮の祭祀は西尾の紐解神社の宮司吉岡氏が当たっていた。そして明

治31年(1898)に直政を祀る楽山神社に神霊を合祀し、さらに翌32年(1899)本殿を城山二の丸

に移遷して松江神社として建立している。松江神社の社殿前の大鳥居や手水舎はその時に移転され

たものである。その他に定安公寄進の灯籠2基も移されている。また、現在一畑ホテルの庭園にあ

る大灯籠は対であったと言われ、その内の1基であり火袋には8弁の菊花紋様が彫られている。

東照宮は圓流寺の北側にあったといわれ、現在松江市立女子高校の校岡を入って右側に、東照宮

造蹟の石碑が立っている。

6.売却、移設された東照宮と圓流寺の建造物

東照宮

[本殿]明治 32年(1899)松江神社へ移築。

[手水舎]明治32年松江神社へ移築。大工棟梁渡辺加兵衛好真作。

[大鳥居]明治32年松江神社へ移築。慶安2年 a649)直政公寄進。

[二の鳥居]西尾町紐解神社へ移設。耿丁誓剖松江神社へ移設。

[大灯籠]一対の内一基一畑ホテルへ移築。他の一基不明。

圓流寺

[本堂]20世覚湛の代に売却。

[倉庫]22世寂忍の代に倉庫売却。

[庫裏]庫裏を解体5問X3間5半に縮小し再建。

[鐘楼]鐘太平洋戦争中に供出、昭和27年 a952)に解体し売却。

[拝殿] 2間半X5間唐破風の向拝。昭和21年 a946)仁多郡奥出雲町三成、臨済宗善勝寺へ
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売却され本堂となっている。解体された用材は、松江駅まで馬車で運搬し、松江駅より木次線で

貨車により輸送tる。

[御霊殿(尊牌殿)]昭和如年(1965)松江女子高校建設により、西津田山荘安来家へ移築。

[通殿]西津田山荘安来家へ移築。

[四脚山門]西津田山荘安来家へ移築。

[四脚唐門]西津田山荘安来家へ移築。

[御成門]唐御門月照寺ω゛木如泥作と伝わる)へ移築。

フ.圓流寺の仏像等について

圓流寺堂宇内に、歴代将軍家の大位輝と共に仏像等の寺宝が保管されている。その内仏像等の調

査を平成20年(2008)5月に、島根県立古代出雲歴史博物館の主任学芸員の椋木賢治氏に依頼した。

以下、調査成果を紹介する。(椋木賢治氏作成の報告)

[不動明王立像]

木像、彩色、玉眼、江戸時代、像高託Cm、台座~光背高90cm、台座幅33Cm

右手に宝剣、左手に縞索を持ち、やや腰を右にひねって立つ不動明王像。右手は腰の辺りに、

左手は胸の高さに構える。表情は念怒の相を見せる。両眼を見開き、両牙とも下方に向く。両口

角をかるく上げる。上半身には条帛を着け、下半身には桾'と腰布を着ける。瓔路、腕釧は銅製、

肉付きや腰の捻り、衣文による動きの表出は減り張りが効いており、そつのない造形は好感がも

てる。

火炎光背は尊像に覆いかぶさるように立体的に造られている。

[宝冠阿弥陀如来座像]

木像、彩色(後補)、彫眼、平安時代後期、像高的Cm、髪際高 56.6師、膝張り弱,4Cm

宝冠を戴き、両手で法界定印を結び、右脚を上に結果鉄坐する宝冠阿弥陀如来像。構造は頭体

部を一材から彫り出し、膝に横一材を矧ぎ、両肩先を別材とするようである。係ラ色のため詳細

不明)体部のみ内削りを施している。像低は割られておらず、内割りは背面から施されているも

のと思われる(背面は未確i翻。

彫眼、耳耳朶環状、三道を刻む、白毫木製、彩色は後補。

後補の彩色によ畊菁造や表現が判然としないものの、浅く整った穏やかな衣文などから平安時

代後期の作風を伝えるものと見られる。本来、美麗な彫像であろう。

[男神坐像]

木像、彩色(後補)、彫眼、室町時代、像高26.5師

口を開けて歯を見せる異形の神像。両足裏を合わせて座す。天台宗で常行三昧堂の守護神とさ

れる摩多羅神と見られる。通常、頭部に唐制の峡頭をつけ和様の狩衣を着け、鼓を打つ姿に表わ

される。本像の場合、冠上部欠失、手先、持物欠失により像主は定かではないが、異形の相貌を

表わす表現は巧みで見るべきものがある。

[地蔵菩薩坐像]

木像彩色(後補)、彫眼、室町時代、像高27,8Cm
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左脚を踏み下げて岩座に坐す地蔵菩薩像。頭部側面部欠失。両手先欠失。

[伝教大師坐像]

木像、彩色、玉眼、室町時代、像高 33.6Cm

頭巾を被り禅定印を結んで坐す僧形像。伝教大師最澄の像と見られる。

[薬師三尊懸仏]

銅製、室町~江戸時代、径価.5Cm、薬師像高 13.4Cm、板厚6.4Cm

木胎を銅板で覆った基板に、別鋳の薬師如来坐像、日光・月光の両脇侍菩薩立像、台座、花瓶

などを取り付ける。獅噛は木像彩色。

薬師三尊の衣文の表現から室町~江戸時代の制作と思われる。

[鷹図]

紙本金地着色・肩額・江戸時代、本紙縦 105、4Cm、横 92.6Cm

松樹に留まる一羽の鷹を描く。落款・印章がなく作者にっいては不明。江戸時代前期に活躍し

た松江藩御用絵師狩野永雲 a697年没)の作風に近い。

※当鷹図の肩額の作者は、松江藩御用絵師狩野永雲筆と伝わり、『あさくみ郷士史老』でも狩野

永雲としている。

8.おわりに

圓流寺は昭和如年(1965)の松江市立女子高等学校建設により、全ての建物は解体されてしまっ

た。その後鉄筋コンクリートの小堂宇が松江市立女子高等学校下に建立され、堂宇内に歴代将軍の

位牒や仏像などが僅かに保管されている。当圓流寺は、現在檀家は無く西尾町内の3軒の町民の方

により維持管理されている。そして鉄筋コンクリートの小堂宇は老朽化し、雨漏りがして中央郭の

天井は落ち破損している。また、コンクリートの堂宇は温度、湿度の管理が全くなされてぃないた

めに、室内に保存されている貴重な文化財である位牒や仏像等損傷が激しく損壊の危機的な状,凱こ

ある。

現在圓流寺護持のメンバーは実質2軒であって、しかも高齢となられており、堂宇と貴重な文化

財の保存管理は到底無理であり保存対策が急がれる。しかし幸いなことに当圓流寺の境内にあった

建物が、移築当時のままに松江市内の山荘に位肺堂、通殿、四脚門、山門が現在不使用の状態で在

り、これらの諸堂と合わせて保存活用ができれぱと考える。

(参考資料)『あさくみ郷士史老』 1956.2.18、『もうひとっの徳川物語・1恵川家霊廟の謎』誠文堂報光社

1983.11,12、『島根県史8巻』、「朝酌郷士誌』、胖公t工市誌』、『島根評論』第9巻下 1932.12,1、『心の散歩道』白

潟の今昔を訪ねる 1993.3 (やまねかつひこ松江市立生馬公民館長)
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]586

天止M9

]9

柏漂八輯宮戈害阪液県丹陵
潮、f大苅本史宇U 11-21

大亘11-17j
]225

了,呉守羽男ι」と秀}

事_戸二、・七1{昇1リ、

IU5牙の北伊勢出陣支疾を命・f

1086

20

柏原八幡宮文古候匝県丹皮
1励,f/、"本史〒HHこま

秀吉、丹羽長秀へ足萩'議内の力;況を
伝える.堀!t吉昭、近H.甲買へ出陣

jナ1111i三契],

J恐元立'印伏

]3S6

天i〔15}」那 S

{奥切封ウハ冉J
r掘尾茂介吉定、
坪、1喜太郎殿
ノ、力街中"

仟

15S6 S、

契古文霄東大史謄J。f新修彦換
市史拓、袷HN

取_0.捗ツ{'1

¥都

91

兄史'1"゛を8h に莚1誘二占Ei¥ Y、「幸亭揺1
める

考

づ刃、1{111Ξ1,11

1-1主yJ゛キ串、

"'占之1ιr夷j、史謄J。f新修彦根
市史拓、785号"

天 lf]5, H 28

6、

豆
,コ

1587

堀尾〔介丁,勢600名

西W、寺所嘉之冉・福井県高浜
町、'「木空後翼溶晦決要露念誌」

堀忙モ介

Xa・彫

f柁唖八帳袖社伝
来資料目録」に写
真あり

天」[15 H 29

え、iとU功,ヲ甑

ワ?

,七

堀忙モ介千勢厭〕Z

堀忙モ介

木村文,1r島桜県大隠郡}_f髪知
県史1資料篭}2、7901}ヌ

15S7

{天正1;{,畷 6

朱印1

1舶原八略神社伝
来資料辧おに写
奥あり

器

掻,J をモ介6細父

J二条孫ヒ11J

松雲公採染遣編類築25、金択市立
長11拶'証},工支PL匪,史1安11箱古
{ヤ災迦、払雲公採婆逮覆緬果25

鵬*吉效丸な

]587

天正頃1927

近河国内1万'を宛行われる

蛎リιC介

り'花羽1}判q、
ι一王1

ノ】イ血゛J

t ,、

、ら'究

] 5S6・

豁

醐小吉效冉市、

野

八代市立縛物側太来の遅ミュー
ジアム所霊文冉午北木県八北市,
r曼娜県史1姿萪籌}2、586り'1

近i工河坂逃郡内6503イiを莊テ、地に美
J テ、jιる

.1」1勾廿 1弓ピ1 、
堀足栄刀

堀児七山内か帯
刀と対児を締い
るのは天正11jfl
井以羅、天正}5午
ん州攻めのため
天正玲.リ年頃か

天正畷}313

] 587・

豁

豊匝秀省朱印紘

木下11b礼押}

秀古、;お条秀次へ延Π:13ガh を宛打
う,その内23/j右は衞老分。

古践文畿万1ぢ迂」'ノ、1]1j磁脊征
に韮愛知畷史1資11緩露、781ぢ

C介へ造わ、;片粥松兵衛'庁の人ι・ヘ
遅H.榊で30E分、示扣イi3+2升をりえ
るよう 1云える

-0

"巨秀才朱印扶写

天正]6726

謹久兵古政、北押

"シ帛

}5S8、
S9

秋繊承4氏蒜くJT、1県鄭県史1資
1}覆}2、 7S1号讐1

中竹式部少菊、細
内対珂字、・柳伊
豆宇、民苓響「叢研」
堀足輪刀、同勘●
1新将

川路、子蔵氏翫文汽・_r愛鄭県央1貰
11湾露、7SS号牙

旭疑祝、;につきノ、夫を二し出・上

L6

・、F;R¥」、!テ";

山久兵王政礼1牝

{天正16,]フ,
96

東京大・1.史斗奨篁所駐之冉'「大
R本史訓jl}、19,1断彬彦喪市岐11
3、別}2ぢ・3

堀児帯刀獣敷地かみえる
弟ほ1ぼサι成

]5SS

{二之fo}

多忙のため、兌粍でき十詫ひる

1思之閣占1;資i托!録1208、平敬
20lf、S9弓王

天iF,己

堀祭

印

15S6、

SS

ウξ引綱之議寵'跿Mぢ彦桜1打兜妬、
獣)3弓'嬰

赫条秀譲を補佐Lていた'行宛に九
繊での誠尻左伝える

お.原戒善発院御
功中

豊胞秀舌*印林写

片桐之冉お茶の水轡冉鋪所駿},
汁3茶の水圃汽免成買堂之匝武宗
文よ'の研究七謡録」上、223号※

8"頃敦況

宗易ミ花打上

堀足_1鄭介、
山内対氏守

9}.に緊,.

近Ⅱ.波片援琥所暁の大野太午貢引き
陰L娯会の匙1

長久手合戟ホ後
のもσ)か

子li事文子;畔(ノ、史影1)'4;)、1'勗
修迄誤ホ史j5、即予J芽、,愛鰯県
史"熊、1災}2、109",

山内対巧字、
堀晃金動

近11威酋1足院領として大野木郭内に
2]1i余を免許

広島市立圃冉爺成野之庫駐ξ浅野
文膨諸紳古竣之図城

若扶の歎を近語朝饗から共農火珂ま
で運ぶこ上を命十

1宏本利件;の予紙打 17ぢ三{

」{子、11]' J]

秀舌郷1、印

染旦1大U、殿の込曾打木の運批を命す
木下美作・中村式部少鞘

阿都'鞘戯,美濃団桔十匙十、二小
永jN茂郡ノ継1村},妓9鷄ゞ古ズ,芹
顯菓j。F下寛挺1豊公遺之」泳。

片樹加兵衛爽降

山内・ぐ1上堀足言冷が昨夜宗易を寺
ねたことを玉1でして知り、両ノ、へ共に
Ξ1ゞつ、

成告捉院態賛県米頴1励J東大
兜繊午ズ冉宗分_乾3誠

「天正記別名巽軍
兀公上洛司i選

一郡伊豆守

成占・捉院'薩賛嚇心踊「詞、;改打
近i1圃坂矧郡'ι、"戈菩捉院文冉]1

江戸時代写

1轟中のモ利坪元、秀決邸の宴に赴
'堀兄帯刀左衛門等・御大刀・3Ⅸ〕疋に
てfE{タ、る

ぢ咲

御子許え冉、難」内家史,H。r新彬
迄乎市史拓、820,卦※

人U、殿の材木を近北松原まで竹中吉
介・標介,荊菜右京等と運擬し堀足粥
刀・山内対1弓守らに引き霞1、

中竹不能野採美文冉叫U、史影写
木} f新悠彦誤市史,15、S07号"

〔5幻

ヲJ 目 1寸矯中、ム致
,t挑大から〒代強
定{阿文冉1

讓花勇法鄭氏藍文よ"f建本利休
の手紙柁]2ぢ

モ利文匝藏,舮難司翔モ赫史料撰.1
剪

竹中重門が古介。
同電利か痔介。稲
桑貝通の右京亮
任官イ天正16今正
打 1日公宗成)

木下一元の美作
守任官大正1.1年
H月9E

ー・榔宗文冉、「-・御宗史H」が太閤
叔識J1 ノ写'PI0撚
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no 年

27 (天正17)29

28 (天正]フ)213

西暦

29

]589

(天正17頃)
6 ]9

豊臣秀吉朱印状写

文書名

]589 豊臣秀吉朱印状

30

]589

天」[17817

田中吉政告状

3} 天正178]9

発給者

15S9

32

秀吉御朱印

天正]8.佳巧23

豊臣秀次家老連署書状

ミ木印,

1589 堀尾吉晴書状

33

田中兵部大輔吉政
く花押)

1590

→毫宗合呈手

(天正18)621

一柳伊豆守

落合助右衛門・祐斎迎署手形

田中兵部大輔吉政{花
押}、渡点小次郎良政
(花押)、宮部足前守宗
冶(花押)、山内対氏守
一豊(花押)、堀尾帯刀
吉晴q帥円

堀尾帯刀、
山内対馬守

}590

3・1

楞粧院名主百姓中

豊臣秀吉朱部状

堀尾帯刀へ命じた天守材木の運搬に
つき、急ぎ届けるように命じる

iJく'}呂)716

堀尾帯刀吉qt抑)

禁中作事用材木の美凝から近江朝妥
への運送を命ず

祐斎(花抑)、
落合助右(里印)
起(花押)

内容

論

楞廠院と小足村の用水争論について楞
厳皖が領主の佐和山給人(吉暗宗臣力)
に訴え堀足三郎介より小足村の井関を
壊すよう折紙が出された、吉政は秀次
の意志を受けてその判決を保証した

中野郷百虹中

り、 1i,18) 8朔

]590

36

豊臣秀吉朱印杁

大 11'} S 921

岩女かたへ

(朱副

迫

}590

j、止18 N 29

中野村J1水について秀次の命分を伝え
るJ一豊公紀」官諦肥誘宇茶存とある

能譚寺納所参

豊臣秀吉朱部状

3S

1590

一柳家文沓。1一柳家史制」3「火閤

様御書ノ写」P]0]勢

斉村左兵衛尉、別所
主水正、力雁翁女江
守、南条伯考守、木
下儁中守、垣屋憐岐
守、池出伊与守、砲
井武蔵守、大柿W守
居中、佐和山留守居
中、火津留守居中、
民部邪法印

大iE}8]25

豊臣秀次通笊仟地冒録

中野村清介の跡Ⅱを保証し娘岩女を
盛りたてるように命じる。

39

「改訂近江坂田郡志」山内侯寿家
文霄。f新修彦根市史』5、8Ⅱ号※

1590

出典

ノ、正}8 ]22}

祐t{・治介助イi衛冉辻X手形

偽都m

長浜市宮司東町自治会点文告(逃
賀県長1兵市)。池剛歴史」3。1秀
吉を支えた武将Ⅲ中吉政」P39
写真版※

祐斎・落合池親、龍律寺に物成を納める

如

玲90

天正揺顎

江合助{MJ門,Hリ寺他茗子形

ι1

(朱胴

別所主水正、加藤逹
江守、南条伯耆守、
木下備中守、池田伊
与守、加肺清左衛門
尉、堀尾汰鄭介、ハ
蟠山智宇中、新庄巖
河守

15〔〕0

天正}9正2

小倒原より京都までの町送人足υ^を
各所に命Lる。佐和山は留守居,

垪Ⅱ1長寄1ι来正宗辻署沓杁

一柳道末は天正
玲年の山中城攻
めで戦死

秀汰{花中1

池野戈沓イ虎如.町中野)。1東浅井
郡誌」、1 池野文当]号ま

備

1590

42

1ヤ"41

落介励右f込"W譜川)、
祐斎.(イ刷11上

天正192.]0

1591

浩水家文冉t虎扱町中野)、f東浅
井郡誌.1'1、消水之吉1ぢま

堀尾粥刀、
山内対馬

43

(f田中吉政1天正
]7頃)。田中吉政
の兵部大軸任官
天正16"3月16打

M田長盛・長東正家連署冉杁

祐袋十'花■1111、
許助イ1{イU111}

天正1922、1

龍潭寺文書{浜松市北区引佐町井
伊谷)、r蘇岡県史11」5、引佐郡
鞄潭寺文冉9号^

小山隠より原都までの町送,)を堀jc
汰郎介らに命じる'

M

堀足帯刀

]59]

長東ノ'U、゛、1正唆
(イ酎平J、
増田右衛門場R蜜
1誘゛)

天正}931

13

堀晃次郎介壇浜年貢斌課冉杁

中村6U、夫

ノξln9・15

1591

紬内家史梯で
は宮部宗治を宗
春と・ナる

16

佐竹段亟上洛の宿送りを命じる

小〒・川家文冉、り、尋本古文古」'
r新修彦桜市史好、81僻H

南化和尚

戈'、19卯 10

堀尾賀門証之写

甲!,上ノ1.近、
小竹Ⅸk夫

豊臣秀汰'郭点に速川の昼地としてか
つらの郷・しり!11・た人ば{尾敦詞1証東
郡内力Jの996イi郭担升を芋える

1391

17

長メヅ、蔵正家{花抑}、
増妃右衛門尉長盛{花
押}

X正195 }8

"慶記

159]

ゞ18

堀地姑刀

中"喫太夫仁新徳1朧1/1取役を与える

引佐郡龍禪寺郁指出

(天正19)621

1591

49

興,1,・小1]μ1/、へ1札賀の内¥效600土1
の11.心き,りえる,ノ訂广¥亨小嶋"の司
貞を免'1る

汰郎介(花抑)

伊阿弥宗之古ゞ東京都板橋区).
1伊阿弥京文書典.1。「新修彦摂市
史、15、817号※

普傳斎謡鳳手形

(天正]9)89

159]

50

濤介助右南門・粘斎迎署手形

(天正19)8H

速川の,'力 11.、〒}71.、1.顕陀、1ノ女で'古
小東・<稲'見付や村油村,J 阪な,叫
之切への,、瑜よ及ひ゛朴師嵜迅山揺示

堀尾賀門

1591

堀尾帯刀

御予詐文書.N1内家史1・H。1新修
彦枳市史狐、8}9号※

堀尾泰跨古リ、

西削院時慶

159]

天正19.9 朔

1打化和尚、小田唖介粒で紗女した堀足
金助の'号を進ぷJミ正18{1.珂{か

宇部見瀞火夫

龍潭寺納所玄梁(カ)
俳詳弐

堀足文冉1お柴の水図霄鮪
',:ス城藏)※

豊巨秀次判物折紙

1591

秀吉、逹川の寺社領に関して家康の判
形に任せて領主にその引き波しを命
じる。検地ノ上、秀吉の朱印状て引き
渡・上ように伝える

5]

苦惇斎壽河L花抑)

引佐郡中村文冉f浜松市北区細
H四n,兆争制県史U」5、ヲ洗郡中
11之冉6号^

堀尾泰勝書松

大1新三郎

天正]996

]59]

林薩主1花舸1)・治助右
qむ押

52

引UdⅢ中村文告(浜松市北区刑
1],汗」、兆争1勺υι央IU5、引佐郡
中竹之書"1濠

貞享元年宵1

堀尾獣郎介、塩浜圷貢を定める

(天正19)910

堀足次鄭介享踊イ花
抑)

熨田十郎兵衛尉

]591

牝"1で文吉(1兵払市中邑牝π町)'
茶1じ}県央」近世}、1、Ⅱ号。「静岡
11ιリJiH5、牝π寺文冉16ぢ※

城での大1役を勤めるにあたり五姓並の
誥役を免除すること。牙汁1椛掛離仁'進1さ
れたナa1村の大1茂左偉炉斯哉の証文写。

成鍍

閑阿桶入道、
木屋彌、、二郎

秀次/花羽り

浅野長吉外三名連署書下

1田古寒日録」堀
見文冉

159}

気賀村市ぱ之炉ν、
夫かたへ

堀尿次郎介泰勝{花
押)

由川雅朝と中山製嗣との話1ゴ御袖楽
申1少汰有、堀兄'築介卜云力、」とあり

「虚六鉄_。Hεと増IPⅡ6.H7※

堀尾泰勝者状

龍連寺より堀尾氏へ捉出された寺領
指出

牝iτ寺之11ン]兵松市中区兇汀町}、
繕1牙勝ι央1近1拠、Ⅱ21ナ、邦1岡W
史"拓、牝汀 1之冉17り"

野久介

南部大膳火夫

見付閼屡を閑阿朝入迫米屋煽':鄭に市
しイ寸ける→〒愽斎壽鳳は見Uの代官力

'1、卓t右'【売

浜空.郡小竹之六浜松1打西区"
路町)、1静M拶,リ鄭近仙2 -10り

龜那Wι史繊阪タ,那中村"1、

之謹H"J

浅野弭正少弼(花押)、
堀見帯刀亮(花押)、井
伊兵部少輔{花抑}、羽
柴忠三郎(花押)

気賀村圷尾敷永抗地の"訂について

野久助

1兌政匝1匠論家
諾,難殆f大塘大夫
にもほほ同様の
記軸。

宗康より硝洲へ途る1謡斯゛1と成野郭
正の折紙2を吉繊への江村について

難"11誌箔1巻7、加斜Wι、女則古鮎
茲1、ヰヰ1育屶i猫喫掛川't秘全
翻糾班

堀尾汰郎介泰跨qt
抑)

阿剖1豊後守、
堀田下発守

豊臣秀次、J好乃伝へ゛軽仕置に繍生
氏郵・堀兄古哨等の、呆遣を伝える

本顎寺裟."壇,モ研究会那"受記」
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豊桝郡内検地帳斯簡力
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吉右衛門公方役鍛冶炭子形
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之松51i
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片71,との婚礼の"カ
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]396
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恐1と兀}0
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博物結藏)、1山口県史中世」2
徳山毛利宗文書]号^
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1596

畷1ι2 、122

速川豊{Ⅱ郡内

当宮抽牝銘

107

氷上郡柏瞭町八幡袖社蔵/丹成
司J)r兵廊Uι史」中世1、佑原八゛岳袖
In lJ咲

1596

慶長 2 6 15

乞寄報

途川豊地郡1バ

吉右印

108

}596

氷H那柏拶町八幡神村所蔽打
、皮市} 1兵咋県史1中世3、稲原八
9念厶之"22ジ・"

腰長3)正・1

Π用奨

速州豊田訓1峡

願王二郎右衛門

]09

1泓汀

1モト端裏捻封ウ
ワ.1DI({Uリ1)堀
帯刀段御宿所
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打LI'史1文社、1、j妥
長2七掘定。
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1モ'立'那り 1難',U也ノJ ,々資11鍍.11 玲

、慶長3)正・、1

J女川" 1Π郡内呪小11、〒,纈11

豊臣秀吉朱麻彬、

;工戸中期写

Ⅱ0

願主 i孫円

]598

途洲路納郡内小ノ"
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慶長3極20
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HI
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慶長3頃

戈
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浅野幸長占紘案

西失系兌

1598
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慶長3
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写

(朱印)

縄!1地ゼF'備瀋
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靭御、1ヒ
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逮川豊倒郡内

h'1司覗!
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no 年

141 優長5)フ.17

西暦

優長5)フ.]フ

]600

優長5)フ]フ

文書名

内府ちかひの條た

H2

1600

σ菱長5)8・2

豊臣家三奉行迎署書杁

1600

143

豊臣家二大老逵署書状

(慶長5)86

}6(冷

発給者

徳川家康冉杁写

M^1 (慶長5)88

16(刃

長大正家儒帥叫、
増右長盛伝帥叫、
徳善玄以(花抑)

H5

石Ⅲ三成皆扶写

ノ慶長5)S 13

安芸中納言輝元、
備前中納詣秀宗

]600

M6

堀足吉晴書状写

畷1踊途碍

1・17

者

家旗

1600

真田安房守

1之」ι5)822

徳川家雄書状写

HS

1600

徳川家康を弾劾する13力条の弾劾
書。吉晴宛の添書が「武家亊紀」に所収
されている。吉晴へも送られ大と考え
られる

イ捷上5冶22

石田治部少輔三成判

羽柴肥前守

H9

紬川オ汀.女古状冒

}600

隱上5)8・2、1

内客

堀足擶刀

}30

jl・伊["政霄状写

家康へのN劾状の添状。真Ⅲ昌幸宛。

堀帯刀吉暗旧刷写)

}600

捜!ι5)825

家康弾劾紘へのモ利紳元字喜多秀家
のー.大老により添紘。河戈の書林が他
へも発給されたと懋力れる。

佐々正野皆快

1:〕1

1600

摂山安房守

御謹(宗康)

捲R5)825

祝島正則書状

家班、"01血政・':多忠、赫に吉靖の状
態を窺わせ、古鵡へ何の養生するよう
に伝える、

1600

御誹総判

堤}ιヨフ、8頃

徳川家康沓υ、写

田民部

h瓣三成、RⅢ",毛へ卓貝勉後の消轍
を伝える。水野忠重の殺智と堀泥古藁
の様子,中村一氏"死について立と事
件を吉事のことと評Lている

132

]600

1徳川家康文書研究」中巻、P51'1・
516美

汁伊兵部少楠迫敗

授1ι5}S26

訂吉ウ行松井設ナ也料訊
■i紙)

堀尾帯刀

出典

16(川

正散{花押1

153

真田宗文書。!徳川家康文霄研究」
中巻、P516※

堀尾偏濃守、山内対
巧守、右汚玄待頭、
な下右兵衛新

太閤記武学事紀

吉晴、田中吉次へ加賀野ナ1・市y!との乱
闘で負糊した際に岡崎で治療を受け
たことの御礼を逃べる

羽左衛門火夫正則
(花押)

慶1鰯)326

16{冷

151

「武家事記」。「那能越古文霄叢」、
1徳川家康文霄研究」中巻、P517※

本多佐渡守、
四尾踊皷守、
村越於介殿

(皮女5)829

トど川唆染1;UJり

家康、村越直吉に吉晴の様子を窺わせ

権現杠御誹御判

105

}詣牒齢録上刷立公文書鮪内闇文
座藏)諾

'D ・

1600

(慶1闘)9 玲

松井佐渡守ヒ再(花
抑)、右古四鄭右衛門
對立行紺詳ル

杁璽U、

備

家康剖,帥の事を伝え御心易くナるよ
う、委細は使者の口上で行います

堀足占喝書な写

156

松雲公採拠遺編類築26{金沢市立
圃古鯨糊、和支阜県刻資"編古
代中世1、松雲公採英遺編類築26
※。「剛ケ厘軍五ιノJ女」、「古今消庖
隻」「関ケ唖合戟史11染」。

1600

淺予1田

(慶1.3917)

徳川宏康沓状写

岐阜攻めについての在途

]57

加,足は農守、111内対
上f、イ!.]ー,、",,貝、

松下右丘,南野

}600

σ鋤点沿欝

佐々正李か科"1尖示へトカの精勢を
伝える。浜松、越舸培中仁ついて

鳥長年中卜蚤記

158

田中文冉f東史謄)※。「田中民部
大,'冉杁万上良整異塾大¥幸田
成友文輝技)

iゴ、1t 御判

1600

J;ど',]0 Ⅱ

福島正則寸戈野jと政へ'也琳・注野・速瓣
衆か川匙介或仁器科したこと.昨i1岐
1重リ硫を,'詳◆ 1,たことを振える

中修刊

吉川広家自筆沓υ、簑

]59

「古文吉優ム'川主段邸叢"徳川
家誤文占の研究」ホ巻瑪78579

]600

堀楊刀印"

、躍j15)1012

岐〒攻め1こついて賞・1 る

剪

慶長見聞録

据泥1'1'呉"'、'U111備
Oly11'f 抑"物、,11
火対jl,勺、イijl,1、昇
タ゛、快 1、{1兵 1々111
'1ιy}/1.泉ノ、大

]60

}600

、古ズよ隻J1 存'11〕中肱火帖家
戲弁ι11r澁曳文古の研究1中巻

栃76577託

1卸諒

峡長3力)]017

「関ケ1票軍記大
成」のものは欠字
なし

紳川1:'事1{,態j1 打吉、小川秀成へナ、
谷古鞭力越猫ψ小城を攻め劉字暦が
り,1<'、1 る上の11汁北を 1工える

堀尽一偏判物

1600

板坂卜育

161

那支、17J!.リ越資11編古代ヰ,糧1、伊
迂之冉3・りま

堀!ι勘解山・1禅亡宮内越削府小城の留
]'}■1 ζい'}

隆」<5)]0 晦

西笑和尚文畷

細剛優史」3では
「出小民部大輔霄
紘写」の枝訂が優
れているとのこと

*対川

}600

秋川笈兜1卜棄北大芋附憾秘冉鰄
識). il」森哩史」ヰ、1{捻、780り※

{広家,

稲垣七左衛門計冉壮

敲リ吹めの札翻を祝ナ

堀晃偏濃守

'戈野字文冉"■本古之智
京式霄打Iui露

2)浜松期(天正18,9~慶長5.11)

】600

占鴫岐9の畍列を賀し、恕↓モの沸を山
内・耶に仏1剥'1る 2 3 "の・・・1は lk
UX厘古、

薪淋井鉾幻介再中牙大補{剖
ヴ公之占i"藏)、1徳批宗地文冉の
研究j中怠ア62963鱸

久代踏備霄紘剛禮も

宮内f北押)

162 年未諄3}フ

女浅、1ど氏よ;}の1分撮七 n n・之を捉1"
を、!したの、Cこ太を瓢丘1る明91]1
「1 の i1 戸」11.発を丘;える

中川宏リ(よ{袖戸大学¥L.1小川
家文告}引ぢ※

(西ヲ゛

]63

堀児1ぶ謬小仕大地の判さえに桝かれ
た

年未詳8}0

補垣七左衞1"祥上礼
押)

訊d爵記1会1、「武宗事紀」巻23ま

浅野

畷木所在不明

]64

ゾJ1村「孫右衛門」
i^1支〕

言川広宗、鬨ケ原介吸則後のり、況と東
軍との和議について古垪立からの人
質を堀足膨、氏か預かる。家染木陣まで
の迫案内を堀尾が務めた

印未詳]05

%耕t兪録1 松平安墾守、(田立
公文古凡嵐)}徳、川家リt文沓の
研究1小な P63笈

図沓外二名迎署伏

雛儁、花1澗

徳僧紬"Ⅲ玄以)

徳川宗匙、〒出山の陣を1"発1る。先
純福島、6番手に堀昆f恕氏勢)

長東正家沓状写

「御'功記_
公記」墾

岩本村、ぶ老竹、新
在家村、貞女村

山村、竹木の伐採を条ずる,

堀尾吉賭制札(ホ札)

「占χ舎奨19イ]川主殿顛纖 f袖
川宗焼文冉の研究j中迩 P6聡

西艾承兌、前山玄以の赦免について堀
晃吉岸,と会談したことを玄以へ伝え
る

、見返シ央ウワリ1,
人陽左衛門

加兵往堅黒印)、
彦兵衛(里印)、

1、
図書(花押)

{山内宗史11

{改ンど、之;影{、1籬26露

吉晞の他所へ詐呼なく紙を売ること
を1也喫と・}'る命分を稲垣から各竹力
ヘイ云える

吉川京之,!;j大ヨ本古文冉
家文占,12、9}31ナ"

長東大藏

ι1,」
左ノ

堀1己1水ずが膨、氏/＼出二1・殿岐かり・えら
れる'を伝える

陣腰鄭瑞}安義'、拜部断野即舮上j
5、S79)}望

帯刀f花押)

木村孫6衛門*之冉イ述山市宗久
町J_井1立;"f'史1資鷲概6、木竹孫
右衛門宗之占7寸※

う'、み1原大郎

堀尾帯刀

相罰寺所纖、汗則"占裁
尚之家セ2m"

士川

大滝神袿之、t1越介、j1Ⅱ今之癒!ナ、
危),1今立司'!資1擬肥、大直神
社文1捲"ル

(ふさ、)寺)

大症場地改めの泰行案内役を命じる

四羚六所(津森祁社)の所領について
の払不

氾関町芭,蔀の総識"鋼形兵文化研
究n3、「里羽町所註の関ケ原介敦
関係文古について_唱ぢ沫

西父鞠

吉晞曹済寺山の竹木伐採を禁ずる

〔5幻

浜名郡中村文沓{浜松市中R鄭
踏町).兆争「剖ι史村」5浜名郡巾
村文吉17号^

{見返シ奥ウワ
古)、{切封膨引J
久代勘右衞門尉
誤備、大閥と衛門
村、人力御中'

●毛利神社文霄f浜松市南区芳川
町)、待争冏県史卜H5、津毛利神
社文古1号※

普済寺文古イ浜松市中区広沢町)。
猪,岡県史」近心打、1妬号.1静岡県
史牛U5、菩済寺文書8号※

考△
口

=
n受号

参
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参
考

一
ゞ
ν
り



3)出雲入国(慶長 5.11 以降)

no 手

]64 暖IC5 Ⅱ 6

^ー

}65

西暦

慶長5力)会辺1

}66

16(川

喫1乏6J}22.1

167

堀尾一柘証状才形罫

文霄名

]600

慶長6}正5

吉川貞桓証二k折紙

168

]6(幻

イ慶長6頃}2器

西美鞠伺文案

]69

160]

嘩長6}221

申ヒ兌

] 70

弓昏昔合?ぢ

宮内(花押)

}60]

慶長6327

]フ}

落合貞綬冉秋

吉川新兵衡騒貞塗
1む餌し

160]

畷長船27

岩犀寺寺厩書出

1【2

]6悦

西美

饗長6327

堀,足念.氏知行宛行紘

大竜五ケ村中

河造北鵡豊烹花押}

}60】

]73

堀足忠氏鄭行宛行紘

疫女6力治27

擢都

171

湛駿ノ、 1討1

]601

唆長6力 j327

1・・{^1;ι

,占、氏知行目11

緩'気燭をホし付けるにより三把ホを
免爵γ上る

接↓く6} 327

岩屋寺モ武

姉Ⅸ

御奉行中

]76

大沌村の兵成について、系を上納する
よっ兆不ナる

据尾き、氏知行宛行リ■

矮長6」N I0

内容

]601

山、氏 11酎平)

堀足t、氏知行宛行り、、

人庭神王

西父承溌、出雲圃造千宗と堀尾忠、氏と
の澗を取り持つことを伝える

16磁

白、氏花岬

膿1と6耶?6

塔泥念、氏鰯行宛行"上

同造北碑漬キ.より堀足宗の返行へ杵
笑大社の火切式など岱来を6力条に力
オ'り均 L

上柾甫庵公

狐悦

,古、氏

塔X糸寄進訊勺

辻地介

晦R6卵2b

大庭宮山盛伐共止について

1601

大亮神社文醤(越則市今立町大
沌),f福"以矧資料饗6、大危神
社文舎25号,

懲氏北押

陽淺勘干

] 79

堀足¥四ξ行N署吉池J

岩足寺、堀尾家臣土肥甫雄への寺の出
箔・当緬の杏出

1美;tjと R,:、里掘
三介、 HⅡ格イ_,衛
雜1野△り<1宇
カ、宮崎ナ上新九
ケリ

山、天 1酎挙

1之長6glj2b

出典

二山村宗文書{越前市今立町大
竜)。1今立町誌」資千1矯2、三瓣村
家文書2'1号ま

玲悦

Uりモイ茗01

W、氏、辻角介へ所緬230hを宛行

竹矢村平痘人輪言文占、松打.市竹
矢町}、1八東郡誌、1平濱八帳宮}0
/-H

努,忙父1腎水h或'X等暹リ、

玲0

相国寺蔵。「相圃寺蔵西芙和尚
文案栓32号,

殘長6垪"b

左三'1村典IN花捌

曽、氏、陽淺勘平に所領を宛行

換口彦動

玲峨

千家努爵家文書2イ出雲市大社
河ハ「獲島根県史場築資料N

糎打勘人

端}亡立叫本h喧Xだ維.リ

張ノ、郭nキ曾花押、頴
n助廿秀、花押ハ左5
舟轡貞1」北押、諾N
勤系光花抑

W、氏、点宇郡揚R汁ナ・意宇郡出妥然内
の地を浅井長三郎地四名に鰯行地と

て、5 えるし

】 S}

大庭村袖魂袖袿之書井公π市大庭
en、「八東郡誌.1大庭村神詫神社
文古66号。1意宇穴社文告」秋上宗
文古221'ナ"

疫長6」鄭26

1肴考

小杉右街門佐

16幌

紅ノ、誠R11花抑、類
丑動」モ秀を押<ι g
衞野貞、,化抑,、発罪
靭宗)ι花判

猫lt、ミ牢1丁八琶 Z b、ゞ、

忠氏、櫛口彦鋤へ37幌iを宛行

非代比定f今立涛
誌」による'

岩屋寺文寺。細島根県史穐纂央
訓,1、「仁多郡誌」岩鑾寺2ぢま

押πξ一f';話卜駈2二

:8、. 恐R6」鄭26

誓、氏、柄兵捲八へ2Ⅸ〕イiを宛行

玲磁

山田普次鄭纖文書、;島根県史.玲
※_「山細家文書」「細島誤県史揚
纂姿÷H

1古含江ノ'唖典1見 1ξ
押、堀兄噸最1切豆字
花押、寺川左兵南1"1
災1豹北井、細ltリ符
'上工元;花ナ11

誓、氏、小杉右商門佐へ150イiを宛1丁

""亡支四ξJI',讐宙暹b、

イ青ノ1くし

IS3

陽淺文*、イ染史即、珠ノ史1{埜
を乞1'

隆長印邪齢

0卓郡勲部写ノ、向之内6畝21歩を等暹
、1、 JI

玲m

11A江j、譲0郭押足
ι廼、1勤正秀、と批古f
衛欝奥IU、W足;●蔀助
罫τπ二

禽Hリ'各宕j

庫美神社文1シ受比県頴洲郡幸樹
町聾美天袖社J。東史影}'

」露!イ三1、二Eq,1、1丁、弓i!114;,翻1}

] S I

辻孔郡安出村の火nhの地を欝匙丁
る{擬'慕難,Wι糎莫資IL仕宛t
欠,東」1じノ、¥.史"鞍篁所所蔵「影ぢ不[
により発名を;'J}

1妥及6」邪26

乃木村善元寺文沓、松江市浜乃木
01、,1人11,郡「1{1三孔光二・文メ、}・P

}60}

r八巣郡此、1には
発名欠 i拾島根
単兜繊域賛料.K
補う

,1介義ノ'貞貞翹花
抑、堀lt欺{,動」て秀
.イ酎下、古川左兵備塔
典1'花打1、据足;゛滞
助二難二花押

「伯ぎ士七を69見言妬_會兌烈雇
池行'1円狐叢冉j1※。

原本所在不明

}S5

疑込北焼1

堀尾氏四恐h点・ぎ,告途扶

受長6玩}26

ノ、正3年頃斧圃喋
に子斤在

能'郡符出八栽緬、禽ヰ之内匁発イiの
地を寄巡・1る

「伯耆';_民知.含見郡6 會見郡轟
池村蹄"ぶ翠挺彬

}6繊

「加暫ι;」を6 介見郡6"介見郡;H
,也村.町痴振叢書 1、11

]S6

洛6薮八1頁於遅花
押上Uι執n動正秀
'花押、ム川ん兵衛野
典地花羽1、従忙村義
勁宗光1誘甲

艦込北畷

原本所在不瞬

堀登氏瑠*行寺顎{盲途";j

耀長6鯏26
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史箔夏食IH 芽、弓1史gj}

玲Ⅸ

「1口耆t{'には{/C
牝六"弓とある

ISS

堀兄京倒張行嵜巡1}、
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堀尾家四奉行述署寄進壮
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堀晃家四途行池男寄迎状
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堀尾京餌玉行述訓寄暹怯

蔵ノ、頭旨親(花押)、頴
母助正秀(花押)区区
区E貞恒(花押)、〔、1_
助宗光く花押

杣主

1(〕ー

}601

心1、h1那

堀足家灣太行迎料嵜暹扶

き宇郡佐草村之内n石の地を寄進す
る

蔵ノ、頭旨親(花押)頼
母効正秀く花押)左兵
衛尉劇亘く花押)、掃
部助宗光才討W

]60]

一加寺

198

内容

堀尾恕、氏器進1上オ斤紙,

j警1<6)515

銀子70匁を寄進する。{美保関町央朴
では1燐明錢力】とする)

茲人顕貞ネ鄭花押)、煩
母勧正秀1花卯)、左兵
衛尉貞恒{花捌・、揣都
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美保閉町美保礼1社戈・,={松IT.市美
保関町)。r人東郡誌1美保袖社文
il;'1リ炎。1美悍関町史HJ

リノ
Y/

慶長〔途}フ

岩屋寺

塀足茶矧イ、11迎毛寄進"、

203

小氏^花抑

慶1ι6820

餓石郡峯寺へ三刀屋村内]2hの地を
寄迦1る6島根懸史編業資1ヒてけ腎
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no 年

2如 慶長9卯10

慶長96 23

西暦

2・11 慶長97 5

1604

242 慶長98'1

甫庵打疲状

243

文書名

1604

慶長98]3

寛政重修諸家諾

2M

]604

(慶長9)9]0

吉川氏年貢返納皆済杭案

}6Ⅸ

245 慶長9、19

堀尾忠氏五蛤塔

}6悦

2・16

豊國大明神蝕時祭E記

発給

]601

南庵(花押)

堤長9}06

徳川秀恕、沓怯写

]601

2・17

人原初社棟札

堤長9106

士川内
尉

160・1

21S

杵築大社神領宛行扶

原勘右衛門

寛融寺待者

穐」と9106

1601

秀恕

杵笑大社神領宛行リ、

堀尾様御内
贅子「

21f}

160ι

授」ι91023

8石を打霞す

鰐剛寺領宛行状

小野斉助{花押}、吉川
左丘.衛計貞恒(花訶】)、
落合蔵ノJ頁貞親(花
押

小野

堀尾吉靖、従四位下に叙任する

0-

吉川広家、堀足恕、氏に出蛋・隠岐の先
納田祖を返却1る

堀尾帯刀

玲併

小野斉助(花押)、吉川
左兵.衛騒貞恒i花押)、
落合蔵人頭貞親{花
押}

2「0

杵笑榔神領千家分U録之事

砂岩稔"262師

畷k9 W23

豊國袖礼勲.時祭に堀児出史守馬3疋を
甫一ご7

小野斯助(花押)、吉川
左兵、衛野貞恒{花押}、
落合蔵人頭貞親1花
押}

忠氏死士仁あたり吉晞へ御内書を込

Z31

')

兌融寺蔵文書{奥忠雲鵬。細島
根県史編纂資料」。「仁多郡i剖党
融寺1号※

1601

千宗民部少朝降IX花
押)、長谷左衛門討広
佐(花押)、北崎采女允
宗將才詳ル、北配惣兵
衛尉康業、花押)、佐草
左衛門琳貴渚井酔1、
儲輿兵衛對孝長1花
1甲}

!ン R 9 1023

地頸堀尾守殿、代官内泉守殿

杵笑御御領北凡分朧仁と"

出

Zふ2

!寛政電修誥宗議」※

堀尾家宗踵が杵築火社領を承認する。
北島分

瑳R 9 1025

!大H本古文書吉川家文杏」13M
炎,「ソ、H 本史村」12-2

1601

高野山髪甲昇寛糧「品野山所在
吸同火々n1供養塔」8椛

堀足家永行人迎祝.り、

晦1ι9)扮27

北錫や兵衛康脈{花
抑;、佐草ん衛門野買
'畔剖甲じ品凱兵衛刷
子長、憎甲}、R谷ん衛
1"1對広佐、忙"1シ、北詩
采女允宗苓、北判、丁
宗美蔀少執恐澄{北
゛11

河_上。千家分

25d

]601

f人肝木史IU12、筋

{慶1と91衡]5

玲訓鞭行剣、国立公文杏鯨内闇文
廼〔蔵)※

堀忙京楽村人迎料心、

「旧県史」では春
木松飽蔵文霄と
合冊

備考

255

娚淵寺頴として宇賀河下村、別所辛河
村、楢引下庄村で25011を宛行う'

y

1601

火凍袖社仟二多郡阿井村人字上阿
井)。搭耕長県史樹,資IH近W筆
写}7S炎

擾jミ9 ]2 j

西笑和尚文覧

256

]601

慶長 9 1220

小,}・汁助忙訶1}、1
川左兵nlu」典 tlfイL
抑)、嵒介藏人顕貞競
{花打IJ

慶長9年8月斗
日、堀尾忠、氏没

北島宗藏綿雲市大社町)。1出雲
矧造宗文霄」170号※ゴ大R木史
引」12'2

堀尾京途行人迎署松

257

杵聾神領千宗分司録

}601

瑞長10613

258

慶長九年十二月症如独吟千
句

小野斎W剖咽吉川1'
兵衛(花打1)、落介技
人(花押)

慶長9年S月HH

千宗男爵宗文書■出雲市火社
牙D.1旧島根県史楊篁資*H※、
1大日本史1・H12-2

授長10)618

条

1601 別火善四郎誓杏

239

16悦

(西笑)

鰐淵寺文冉■勇i朔'{東史影

佐;y,.'」1"」!ど

按上]078

柞笑神田北島分日録

西比田八幡宮抽札勺

落合藏人旨親、吉川
左兵衙野貞延、小野
斎介

1605

:裂寸

西笑和尚之案

擾長9軍10月6H
メ(

{1」

猪苗札源如、松出勝
右衛門政行

260

16備

千家之IH2リ、H本史IU122※

n ニモj、11J史歌免'☆」1フイ1内Sイ13・1につ
、・'i:"

糧公座π研、右

「大Π木史IH}2.2
北島家のものと
同文敵略1とあ

、堤1ξ10J712

佐波広恕、目安リ、

火社別火善四鄭広吉
所'E舸り

配左太天

2嚇

.,

竹勢ノ、1卜迎誹、免局1フイ1内Sイ】5 卜につ
、)ーー

ι;1 ゛

、慶長]012}727

1605

262

よ川の寺領について仙名を下向ごせ
るよ'〕吉鴫のト、渚の際に交ル、」、るこ
とを伝える

元估、承兌

堀晃古爺冉扶

f慶長]0)8初8

北'ι kJ;・、3 1大ヨ本史÷H 12-2※

263

!ξ谷

竹築大村述歌免遮Aη1内8イ・i5斗につ
い、ー

1605

m

(慶長]0)822

佐陵越後テ、通ゾ税北

慶k9年10月6ヨ
久

堀尾宗光書状写

26・1

堀尾臓雲守恕、氏の追粋述玖千首律川
宗康発句。松Ⅲ政行は京都所司代前田
玄以の泰行下徳善院執事上

1605

佐心'女τ、11
,1、,、イタ・ 1」'↓L

11膨

妙心寺之内芳沢
笏言{

(農長]0)]2玲

西父秘尚文案

「大肝本史井上腰
長9午10月6H条、
では「慶長飾ヲJ」
とある

別火善四郎より千宗への芸文。公儀と
堀尾氏が北島宗よりの動きを見せた
ことをι己・ナ

1605

符'臣之,片島1則ι古代文化七ン
ター技J、"三島行U1ι史1菊草資11」

島"N1ι武代之化七ン
洲眺櫻県央編茲資

堀,帯刀吉附{花打IJ

西笑和尚文案

jl・瞭醤郎右南門、
椴本巾店1●」、佐
冊長門守

]605

地頭堀尾三介公

理長9年10打6H
久

棚同寺纖。「相臓占裁
文案犯32ぢ咲

貴芳択笏室の申し分について古鴫の
意思を伝える

堀昆吉哨霄状写

堀足揣都助
Ii三捉}

島宗文古(出宝11i人村町)、「1U島
柧リ山越覇竿姿村N

豊亢寺・和「卸西父
承兌厶糾光寺和尚
汗判室元儁}

承兌

佐波広忠、、延谷元血の'行を上小・上
る、能谷が堀足氏へ'した噂なと

同立則会図冉館謹1述獣介隻}35
※,他に写木多数。

宗光

西大和尚

拜(兌

古代文化奈冉3
丸;i宗之で村で所
敦私新乢、・

千家文ξ1描 1大Π本史÷U12.2ま

鰐淵寺午行事

安所という人物を妙心寺へ心わし、寺
について網ぱすること、吉悶仕明日下
向するので、諄Lくは安所から述べる
ことを伝える

帯刀吉貼

西比W八絡宮(安来市広点町)。
1比倒村史祥

妙心寺役者中

椒毎寺藏.1胡川寺蔵西又和尚
文宗1312号Σ

國造北的

御袋打、より50イイの寄進を堀尾宗光が
取り汰ぐ※農長9年の寺領寄進には
含まれていない

毛判家之冉,1大詔木古之占モ
利唆文11雄 1、12袷ぢ※_f大日本史
111123

正保'年!立写木

本頴老

城宜軒相靴について

慶1<91詞併}6H
条

西笑承兌が北鴫家の家督のことで帯
刀(吉鵡)と堀尾宗奉行へ客、宗を送0
たことについて

栩田寺紅牙R倒寺蔵西父和尚
文案」画父和尚文案紙告文冉9.玲
、

、乃'ニ:{

大社遷宮に関して豊臣家臣片桐・雨森
へ書伏を送0たこと

慶長M年3月28Π
条

〔62〕

■IP廷、ι1シ佐'圧迭
隆ホ分"途佐成
広1、、宅,誓内、阿lf
7打2Hの娃谷元
池詠靴"に巻づ
冶いで殺宮され
る1

鰐'糊キχ占2{出響市}。1旧島根
県史鞘笈資"、1中世筆写耗需炎

稲同寺蔵。淵国寺戯西失和尚
文案」106号※

掬国寺所蔆.1大H本史ネ1」]2-2,
1柘圃寺蔵西笑和尚文案y慶長
101武、扮8号碧

弟 91叶は撹長10
年11阿~H {{.12
Πま、Cの書状実。
「堀足古認_優長
10年7"2、細に富
山玉li城

、北島宗諾」2 1ソ、丹不史料1]2,6
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慶増安太夫迎料誠之

史靖雑染、箔代尤・駁府記1嶽。りく
1・1 ポリ↓11 韮2,S

参
-U.
^

]6H

i慶長19~20)

1(L ι)

妙心シ介光院n1■陶む,綱N1掘
鄭650午述詩記念妙心寺1※

越中1花押)

堀足宗木行人迎新'冉写

315

ノ、峨IN神原村払"り、畷神社の造営、地
繊ル河N助

16H

元和元正吉

工宅加兵.衛霄糾

女部六弘氏裁 1、1別展吐胤兄氏と
払汀剛班上松ゞ葬」鉢>ての艦示
※

316

堀尾民部冉杁

堀1亡識刀六晞の避".金W併父と迫肅が
i瓣tへ占、上で太る

堀晃山城守

16契
15

()卵元)卯25

堀足'1城宇参院、鉄丁・"叔じる。家丁
数十人御"見、

317

石川凌迎跡日相靴,火坂の
陣等党・冉

腰増安大夫{花羽1}、山
出勘古衛門(花打1)、眺
出文左衛門オ詳r

i譜牌兪鉄挑訂ι号
丘、装)美

]6]5

内記

元和元春陽

大練郡字冷マ"ノ、暢抑鄭1:殿、地頸小
朝臣雌脚南門切宗1ふ抽朝臣落合1
衛門豺由裂

318

女房書扶

饗長16圷bj」17H

村足七鄭右衛門手W、
雀部二 市郎兵
衛}何判

]615

(j沈元頃)921

神主波多野研介

条・

堀児ス占お暴の水図'↓1鈍成買
堂之矩裁成1、J上芥之助糒;成1^"
之1小古之,1}「リ11堀晃之'1;

3]9

出雲・降岐両矧の領11を認める

堀尾忠昂冉快(折紙)

慶長20]112

江戸城の吉論について、燃ケ'大名は
"諭に出ず在田サよとの触れだが、念
をテ、れて1工戸に出る"記求に堀尾帯刀
孫他、鴫)等の動向を挑U.1る

}615

堀祀民部イ詳11)

、臓立公文よ

北島家藏。1出安國逃家文冉Ⅱ88
・号・,武;

殺専、寺飾銘文

杣姪袖社 1'」11j加茂跡J、f加茂
田史ぢ,1資i1樹 1矯認※

遵jι]6イH拐 17汗
1こ11子ヨ1、iiιt

火庭袖主

械思寺(松江市玉陽町)。「耀思寺
と初北松江磊主堀尾氏」写真※、
f雲陽誌j。

]6}5

雲州神門郡塩冶八幡官へ30hの杣領
を左行民部少輔の指示で渡す

史鷄如壁f当札,C・駿町、'1芽"1大
f1本兜11H2 脳

堀尾忠励冉欣(折紙)

1615

鷺・宇迫地下小

圃主堀足山城守恕、哨公本願、地顕落合
蔵人、本願目代皆兄弥市利、間藤兵衛

央託琵篦稚HLι・駿府'甜※。iソ、
Π本央11 打2、Sま

1イb 、き

秋上伊之ホ杁

エ、;旦!兵に「

宇能"袖社1三由 11」加茂商)、T加
莅帯央捌姿11摸P:張修

伊非冊御神領分の銀子を禅片の如く
IHN>る

W.鴫{花抑}

堀尾家*行村尾雀部、覧・宇道山轟境
について両地の地下人に棚陰のない
よう 1工える

分子了L咽氏裁、1季牝文化財」1H
シJ・,1

堀尾山城守忠姑(花
押)

越後瓢

報1朧家文'11 大"本近世史111細
川秀二tNI」]、59燕

山城守H御祈念の迎歌鄭快行、恕、岫の
出陣を伝える

捜」ι}6{上6Ⅱ]フ「}

圃造北鴫

メL

大癒別火伊之1花押)

堀尾家巨Ⅲ出j}波・山南宅托ナ、坂冬の
帥でイ訓抽、発の陣へ勃れ、吉哨の"代
の城賀について物語、J、る

壇冶袖村二出獄市)、1きOY ・「塩冶
旧記撚

慶長16午6打 17H
条

雄鶴山八幡宮(安来市伯ノJ別1
尻}。「井尻村史」※

国中の長タ^祈念

袖鵡杣H 秋上家文.1レ1松il.市j、
庭崎)。「き宇六袿文,1H1人上家文
冉2n弓鰐

国造北鴫

ノ、坂冬諒の出陣で祈樗の巻数および
太刀・再代の兌舞いとして増巡したこ
とへの礼状。民部が奏者

御奉行中

北島家藏、油雲國込家文,1井]86
IJ "

元和21Rこ長谷川陽之介により片笄か
寄遅されている。

北島家蔵。1出雲國造宗文;1謡189
号^1

神魂袖社秋上家ズ舎井爲_[市大
庭町)。1き宇六社文冉」ヲ、上家文
11柁、12号炎

富宗之冉工打則1古武之化七ン
ター識)、「蚫島1」Wι兜鞍荻資11.1'
f島畏県兜姻※

北島広孝へ祈念の巻数・柿代独鵬の謝
三tをイ三える。

火庭別火分新嘗祭氷について毒行中
へのホ状

加縢宗文冉げを山市縛物鏥)_f地
山加史愽物館籍史資朴宗1琵11※

平札宗之1や松汀市娃号"聯1八
東1墨'吉」下11、宗文1」12※

〔64〕
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no

352

年

元和86]8

353 元和882}

354

西暦

元和92、5

1622

355 元和93.10

熱田裁断橋儀宝珠銘文

}622

文書名

356

堀尾但馬・揖斐伊豆安堵状

]623

元和9313

357

揖斐伊豆書下

]623

兀和96玲

358

堀尾但再・村尾越中連署書
下

元和9Ⅱ

}623

359 元和9Ⅱ

堀尾但再他2名連署書下

3印

]6器

堀尾但馬にく花押)、
揖斐伊豆高清q討甲)

元郭9Ⅱ

361

堀尾民部沓下

1623

者

允和9H

伊豆(印)

堀尾忠、晴判物

}623

362

但再(里印)、
越中(風印)

允和}0正

堀尾恕鯖判物写

ーを子合?手

1623

363

堀昆恕鯖判物

堀尾但汚万成井酎剛、
村尾越中正以(花押、
揖斐伊豆舐剤花押)

兀棚10正20

]623

神主大蔵

堀晃忠鮎知行宛行状写

神主宮内兵輔、神
主椛太輔

1623

堀尾民都(花押)

〕ι

堀尾金助33回忌の供養に款田裁断橋
の架橋する。

}6討

三木與兵衛

361

忠鯖(花押)

秋廃郡大野庄高宮袖主屋敷竹木宮廻
りの安堵

堀尾恕、晴霄杁

儿和10316

恕、晴(花抑)

神主門脇宮内、同
権大夫

内容

御祈念の米6折の安堵

仕従高階恕鯖(花押)

中原神主荘工

忠ル判

16討

菱根新僅歯作の指示

3備

千家王殿劭

千家冶部少輔他]0名迎判杁

兀和106吉

366

千家主殿助

末汰の3つの宮の安堵

寛永元)820

堀尾山城忠購(花押)

玲7

波多野瑞防

中線宮地境の削の通り安堵する

熱田裁断橋儀宝珠(名古屋市立博
物館蔵)。f執田裁断橋物i副※

千家沽部少輸鳥空花
抑)、同和泉守家 1花
押)、赤塚左兵・衛野上
恬{花押}、中木五助LI
之{花押}、同五左衛門
肘袷',紺郡W、長谷老
敲守廣佐{花押}、千宗
主殿助f.信(花押ハ同
1_区和幸q[押)、中1
監(花押)、長谷右兵南
獣和之{花押}、平晃式
都少輔靴,(花押

則永兀)8野

1624

ブ宮久治郎

国造千宗1〔疑より割分200イiと杵等屋
敷3力所の知行安堵

36X

内杣社蔵文書件公江市秋鹿町)。
湘島根県史援築資料」※

宇能遅神社練札

162d

出

寛ノkJご S27

国造千家罷廣よ1γ剖分200石と柞築屋
敷3力所の鄭行安堵の写

布9

須忠都久神社文霄f松虻市)。(東
旦1景三)※

堀兄1、励汚甑

寛永甲子10H

16凱

袖門郡向妙見神主職の安堵

370

三木亀之助藏文書。搭ι根県史1
8※,三木家文沓細島根リ'{史編尊
資"1

詞造千家

な十定網冉ガ、

忠哨、「宮久冶郎へ]50子1の領知の宛
1丁0

見水兀

^6討

37]

伊専二4 {'
杁探

堀尾忠鯖は半役9万30W石で人坂城普
請に参加する。正阿5日に丁事命令が
出される

須恵都久袖社文霄(松i〔占)、(東
女ιPI)※

]6ヨ1

凡顎1093

372

地'↑神1Ⅱ屯札

1荷

ノ'邪109 ]6

可縦波比神社文沓(松江市J。(礁
リ1;三)美

1621

373

千宗1、、蔵

帳懇、占嘩利支天堂棟札

千家男儒亥文書3(出雲市大社
町).1恨島根県史編篁資IU嶽

寛永π10古

堀兄山坑守qι押

]621

1ち也料冉

371

千家屶爵家文書2(出雲市火村
町),i旧島慢県史編築資料撚

な1匙中÷途柄化
打])

小朗伊サ霄状

Ib24

寛永元 101,

堅家文冉忠宝市)。f旧島根県史
編竿ぞHH濠

鄭二所大明祁再興棟札写

375

I「yr→仏一子1」、}伊勝立
示、1ヂ.'11 ・'1

長松統{堀兄忠氏正室}の祈"仁つい
ての取り1ため

1624

寛永237

「伯耆志」左},介見郡1。會見郡
平問村。1W伯叢古11※_

376

美hvJ肘ψ煉札

松1.川

16討

寛永2 S 2、1

「鍋島勝蕨'ぢ沈y田立公文古鈍
蔵)。「火叛市惚史11」7洲

地冶八轆宮棟札

11、 1'・ 1.仏・勺

}625

千家屶爵氷文古6出歌市火村
町)。1旧島櫻嚇央編莫資"」※

寛永21016

地験N川干別j1 治合教道_八材増見
宇載・野平右衛門

小朗伊教守ι、「_、化
押)

堀足但勗・村尾遊中述Z沓
下

Jξ11,1,,U '」

378

堀兄恕、略、山「よ,恢式へ大坂城イ1加の破
損について迎希し、地議を申しテ、れる

]625

寛永3正]フ

堀兄恕砧願文

379

元和6{1'、じ"で堀足'Sの筵いたイ1麺破
難について細十h衆の穿弊かあるこ
上

]625

寛永3卯25

「印"にて忠、酷の
之字あ;)」

千家男爵宗之当3(出雲'寸、衿
町)、斗「HΠ1{県央樹築資鷲撚

八幡宮祁U廿干1,

380

最揃イ1」司の11} rjHこついて

1626

寛永38Ⅱ

同造千宗

381

堀晃宗三心h池署左書

W'斗0皷小,亀""(.11城子局淵忠略

}626

寛永3825

担馬("!印)、
越中 1型印)

382

揖斐伊豆・村尾遊中地料霄
4大

,胤忙t,、峡先主,

宣永3825

383

宇椛遅杣社(雲桷市加茂町)。1加
庄紺史ぢJ資11潟^

]626

高階堀星山城守恕而
朝臣(花押)

寛永3Ⅱ吉

堀尾家靈行人迎署寄進状写

「御手許文占・」。「忠、'公紀2」1山内
宗兜1、ト1。「大阪市史史村」71"

3別

堀兄但巧、後畔吉右
衛門

1626
詣大名官位昇進次第書(折
紙)

富叫主堀尾山城守

暁永3)極9

洋"チ・';〒文代心、、屯』宝公武12」「山内
家史IH.「大阪市史史11」71※

1626

385

堀尾也巧力成{花押、
村足越ホ正以イ花押)、
掛斐伊旦高,青W吋甲}

下木與兵櫛

寛永3極

1626

御守護堀尾山城守、郡松1」止右衛門

抱,1政条日記

「郷子許文冉よ、恕、k公紀2上山内
宗兜"」。!大阪市央史1・共7N

堀尾氏朝寄進扶

揖斐伊日,高淌イ化
押)、村兄越中圧以
河詳W

出雲縫岐守護堀尾山城守',陪恕励朝
臣、泰行堀尾但弔方成、揖斐伊豆島渚、
堀晃采女

}626

埋冶袖村.1お三、市)'髮沽ーイ塩冶
田紀N

玉袷八゛1'J神1述
成誌J'1¥f示""

堀尾宗奉行人述箸書杁(切
紙}

畿慧・寺纖1公il.市干揚酉D。「隷誓
む・上初代松IT藩・主堀尾氏」写央
ノ.、ζ IJ、貞リ【、L.キ、

}626

堀尾但氏、批斐伊豆

茨根新Ⅲ當作の指示

堀尾忠弗法度条力

千家主投助

千家屶舟支之il}6^出蜜市火社
町).1粥工井則山延号粟贇H住

柴角顎之

如一所ソJ男神牛h「市(大廃町)'
1{k脆村it、1※

田造千家

1り之町面六期Jξ、21i3ヰ・リH合

堀尾掃部氏朝く花キル

美靜潤町美保杣社文当'松π市美
捌櫛「D,1八央ι翫111、似"社文
it} 5-1,・碧

彼多野瑚助

両牢ド宮竪效について誓茶の仰せに
より安」ぎする

堀尾采女、、 qE押)、
堀尾但巧高成f花押j

地冶1ψ礼11顕市}、1く沽・・f塩斤
擢己己撚

出雲佳従堀尾山城守
高階忠晴(花押)

大社弄殿の修復に陪す乙

・.木亀之勤藏文冉。 1島11"1史」
8※.モ木宗文冉IW島哥W,t史挺堅
資十H

崟寺阿賊院

女川祁門む輝赦少見御杣領の醜北譲杁
の通、岡村30イイを寄迅

生棚院茲オ公f1 市},刑ι11Nι央IS
※。ナN1院文冉f東央影)

国造北鴫

堀足恕、哨1俗し、付従に任ぜられる

長陽竹八帳宮文冉中コ1.市于淵
町J1八東郡誌」〒陽村八0岳宮文
11;' 1 ・}J 三11

両国造

堀晃恕鯖、松平直政ら四品に昇進

堀,足氏朝、苔光山崇寺領として三刀屋
の内抱ホ竹10石を寄進・ナる

1宗屶爵宗文書3{出釜'市大H
晦),1熔島根県史編纂資村脳

堀尾宗返行人から観造北鵡広ギへ杵
築法度を出したので社家一同堅く守
るよう伝える'

千家男兵宗文書卜出奮市大社
町)'f旧島摂県史精築資1-1N

堀尾恕、晴、杵築へ法度を出す

粲京文古■雲↑糊,、f1蹴肝R県史
粧箕姿引」※

〔66〕

天理ソ、学村属天理凶冴魚蔵(奈R
県天理市)。「吉森県史1近世]、898
号ま

火目本古記録刑が四'顎'酎※

苦光寺(崇寺)蔵文沓{雲雨市二刀
屋罫)、r旧島根県史編気資耕蛾

北島家蔵。Π"雲國造家文舎」205
号"

出雲火社註文書心出雲市火社
町)。i旧島根県史編纂資羽」※

年代は捉笹

考典、
一
口

ι
一
門発号



no

386

41Ξ

1寛永、1317頃)

387 寛永5

西暦

388 筧永5

1627

389

長松院殿真諦紹聖大姉之御
辞世

]628

亜ポD

文書名

慶長年中ヨリ寛永圷中迄御
城廻御普請御手伝御務之趣
公儀江被仰出候記録

390 寛永633

391

]628
人坂御ニノ丸南輪御苦請之
時萬罫用象四組割符御帳

寛永633

392

1628

寛永6325

393

部分御旧記

]629

寛永6523

発給者

391

堀尾忠晴沓状

1629

,宣永6)75

堀尽轡晴書状

395

]629

寛永7正27

酒井忠糧沓軟

}629

396

北島広孝目安状写

]629

寛ノK71"1註

397

堀尾局成杏;上油1紙)

給

1630

克永87フ

39S

出雲"従忠菊く花押)

堀尾縄巧書下

{寛永8力}フフ

1630

出雲侍従恕MqE押)

399

癌"雅臭頭忠世(花
押)

長松院(堀尾忠氏正室)寛永4年3月]フ
H死ま

堀尾乗女冉訊

寛ノkS721

]631

1〔X)

堀尾山城守家中が、大坂城普請に参加
する

広キ

堀尾乗女冉ガ、

163]

寛永8721

団造千家

堀尾但氏高成qモ押)

堀足采女霄状

伯1

堀尾山域守宗中かf大坂城菩請場での
目用を用いた史宇1

163]

日御務

寛永釘21

怪巧哩!印)

堀足曹、発伝逵軟

殉造

堀尾忠、こ青は半役9万3000石で大坂城普
請に参加する、

163]

扮2

久徳勘解血、佐治
刑部少輔

徳川宗光の萢癒のため大社での祈念
を依頓する

堀尾乗女イイ捌争j

寛永SS'j

堀紀忠萌伝匙款

103

]631

北錫

蒜削家光の萢癒のため日御砧神社で
の祈念を依頴する

堀足采女q鷲羽

寛永8S5

天理大学付属天理図告館蔵{奈良
県天理市)。「国書耗旧録」"

堀足忠晞n゛圭状

舶1

将軍宗光の本復を伝え、恕、晴の依頼の
祈念に諭意を示す

三木奥長衛

堀足乗女1イこ押)

1631

山口県文客鮪蔵イ山口市)、r大阪
市史史半H71※

互永S8

出典

d05

矧造千家算能との相諭の訴壮案

端足唆詣行途箸汽扶

佳従島硲恕,礒.花押j

属造千宗

'寛永3、89

阿波伺徳島懿須賀家文書(同文¥
研究史料館)。1大阪市史史キU71
※

天秀院1チ姫)の癒措のため祈払依頴。
鷺ノ宮のを数も繕るよう伝える

]63}

W6

伺造千宗

佳証膓階忠靖孔1礼

寛永釣朔

堀兄乗女告力、

]63]

荊モ本県史料上長世3。秒、阪市史史
料」71炎

107

菱根新田欝作の指示

じ口千家

堤兄捕部鋼古状写力

]63]

了Σ永8}92

千家男島家蔵(出雲市大社町)。
「島根県史」8派

矧造北島広孝.の出行に対し、北島平 1・
鄭へ広孝に杵笑へ戻らせるよう伝え
たことを知らせる

片従商階恕爺{花押j

10S

堀足采女ψ劇尾剖巧迎署冉
紘

杵築両国造

イ菟

日御碕神社蔵文沓3湘島根県史
矯菓資料n

}63]

寛永諦 15

堀足采女、1酎甲、堀
足也朽ゞ譜和

考

曹爺の当月の析持につぃての内容

千家男爵家蔵(出雲市大社碕)。
「島枳県史」8炎

堀児示女冉杁

井笑両厩造

W9

]63}

山城守様の当野の祈樗仁つぃての内

北島宗蔵。「圖造北島広孝窕書井訴
状案リ出黍餌造家文皆」22]号※

寛水8}禾917

柘弐正鯵宍1た折紙、

堀足乗女花1墹

心0

)1、御所徳川秀忠の物により将軍家光
よ'J大社に祈林を行うよう仰せかあ
り、堀尾忠、晴が両同造へ伝達Lた

163]

牙御務検戒

北島家裁,「出雲國造宗文沓北俳
碁

寛永8920

11 ]

堀晃鍋部幼

伽ξ、'h電'1'り;

三ホ亀之助藏文書, 1島根県史」
8鞭.三木家戈書f旧島根県史編篁
資IH

ノ、樺所徳鮒秀.山、の当により苓軍家光
よ,Jプ、社仁祈持を行うよう仰せがあ
,〕、堀足忠舗が両同誥へ伝逐した

堀晃采女イヒ抑}、堀
忙也1弓力成1ヒ}甲)

宣永9力)正22

163]

同;五・T・'1:

U2

堀足世巧書杁

話k9正2似降

ナ、御所徳川秀心、の嫡によ;)1;軍室光
よ 1)日御磯神餅で祈IJiを行うよう仰
せがありJ屈兄忠晴がΠ伽島検校へ伝
11しノ'

千家男厩宗文書6(出妥市大社
町上1氾島摂染史糧纂史キU※。
、挟橘談」後編に引用。

]631

端尾乗女^1討靴

覗3

"、 1.1モこE'

士井利勝冉な

1632

稻藍H後守正聯礼
押}

寛永9力;2]9

"4

千宗男爵家文書訊出雲市大社
珂).1旧島根県史概纂史÷琵※

波多野権大夫

大御所秀習、の柄の析樗、亀足家より堀
足碕幡が忠鯖宅代で大社ぢ詣を伝え

堀虻采女・堀尾仙巧速答袈
→k

寛永9卵25

〒家男爵家文轡瓢忠雲市大社
所)。1旧島摂県史綴県史料.1※

}632

R郷勢鄭タ、

内諄那賀宇二,.重、花
押,

る

d 15

桔川秀忠形見覚巻

年代は受筆

1632

大御所後撹秀W,の:,1iにつき祈焼を命
七る

(寛永9)6 }0

千宅男島唆蔵{出獲市火社河j
t島枳県央玲§

尋御殆尊久

堀足宗塗h/、仲箸書;k切
飯ノ

堀足担."プi1立、1譜皐シ

]632

U6

j、i:笥秀徳川秀W、の■じつき折14を命
じる

北島宏蔵.t出敦駆造家文削208
ι 1

ーエー%

同造北鵠

堀尾九十鄭轡紘

内容

_1_井火妖瓢利騎f花
1甲1

寛永9)6]0

人鄭所徒川秀恕.の菊にっき祈拷を命
じる

]632

村7

伺心北島

堀晃采女・イ酎平、堀
足但巧力戒,1酎平}

j◆勧訴後川秀忠の不例により駐御酷
神社での祈持を行軍よ 1}堀足他,、哨へ
命じ巧力たことを伝える

目御蕎神社蔵戈冉3細島根県史
績箪資朴配

i寛永僻6]2

堀足采女害な{折翫}

心8

]632

捻川秀忠の扶父治巷の祈祥について
謝意を伝える。

n1迅・1ノ京

{寛永9>628

千女屶野字藏(出雲市大社珂)。
i島穫県史」剖

堀尾宗斈行人迎署害状

堀晃乗女゛1孔抑ハ
堀足但町高成イ花押)

後川秀t,の宗気治埼の祈祷仁つぃて
堀尾山城守から堀晃掃都が大礼へ尿
造でれ所念か1丁われたことを将軍宗
にも伝わ0た上伝える

119

}632

司造北島

袖魂神社文冉{松河市大庭磁}。
1八'迂路醸神魂神社文寺73染1晝
宇六社文書」利、上家文害251号

堀忙九十郎久{X花
1甲

イ寛永9力)83

小院伊与沓杁

瓢造千宗

]632

智鯖杖の当月の祈念について郷巻数
の進卜か首足良くい0たことを、伊
豆火膳より樹いたこと

髪情一蕨{出雲ホNJ江冶掘記批

晃尾采女、、、1酎印)

堀足采女書状井斤訊}

小野宗文汽2(出姿市ナ、杜碕);獅
島1則ι史援讐資料上

結川秀恕、の罷気治篭の祈挫について
附意をイェえる

}632

北配乎十鄭

久徳内諾、、1花押}、
堀足但巧高成花
押)、揖斐伊豆高清
j花押)

堀尾宗泰行人連署書捻御J
紙)

小野家文冉2イ出添市大社町}「旧
島誤Pι史縫纂姿料1※

習宮での祈共として今村待七に代参
ざ■ta)

国込千家

北島業藍。f出雲画這家戈書1209
Ij二

堀足出城守に秀曽三1見として銀子
30卸枚

小峡伊与f 、1議甲}

国造北鵡

北島屶爵京蔵イ出獅市大社町)、
f島根県史玲ヌ

剥主忠萌祈念のため当二月の御供木
を来20日噌ること

堀尾采女、、(花押)

伊非諾御外遷宮について

同造北鵡

千室男角家之書シ出雲市大社
町).f据島恨県史袴纂姿斗撚

堀足采女、、新樹甲)、
堀足但馬高成(花押)

神貌社外遷宮についてを数融進の謝
迂をイ云える

別造干宗

北島男爵宗蔵(出雲市大社町J.
「島摂県史W※

千宗労爵宗文冉5{忠雲市大社
鋤)。f旧島誤県史援竿資鷲笠

国造北嶋

神魂社外遷筥について巻数階進の謝
逃1をイ云える

卸代は党1

天理大孚イJ属天理圃書館蔵{奈
良県天理市、「吉森県史」近1堪、
1021号難

神魂社外遷宮について巻数錯進の謝
きを伝える

圃這北鵡

北島京叢.t出雲矮造宗文害」2}5
・号※

堀尾采女、国造北島氏へ明日画中納三
水曼瀬氏成が、玉造温泉から大社へ参
詣、1ることを伝え、社頭儀式の奉備を
通達・;る

千家男爵宗文書k出蟹市大社
翻.湘島誤県史編纂資料'

神魂社遷宮について、国造北島氏の大
庭へ罷越たことに対し、奉行から建立
を成し遂げたいと伝える

北島家蔵。r捜婁函造宗文沓12]フ
号^

〔67〕

北島家蔵。1出雲綴造宗ス書」2玲
号※

千家男爵家文霄ν出雲市大社
町)。1帽島根県史籌菓資料脳

丘代は異笠

北島宗蔵。「出雲函造宗文霄」219
・ぢま

6門10督付堀尾宝
事行人連箸書状
より寛永9年と推

北島宗蔵。「出雲國造家文霄」220
号※

"代は異華

年代は異笠

年代は異雄

号 者受



no

420

年

寛永98,18

421

西暦

(寛永9)9吉

422

1632

く寛永9) 103

堀尾家三毒行寄並状

松3

文書名

1632

(寛永9)玲3

42d

松江蒋役人迎署証文

(寛永9)]03

1632

北5

揖斐高膚冉壮

]632

寛永9.103

126

堀尾倒再書"伏

堀尾但氏(花押)、揖斐
伊豆(花押)、堀尾采女
(イL押)

イ寛永9力)W5

発給者

1632

127 '寛永9)106

堀尾采女書状

12S

]632

山田角蔵(導副良決
(花押)、柘垣ヒ左衛門
引(里印)EI(花押)、
堀尾采女(里副

型水9,]23

北島広孝訴状案

1632

129

堀尾升家曾杁

6.永り

1632

受

揖斐伊豆高清

ι、

岩屋寺

け

給

平河半介冉状

1632

リ

堀尾但尻力成1花押)

6,ノニq

堀児采女冉状{折紙}

130

修理免摂前善右衛
門、与一兵衛

1632

堀尾采女一(花抑)

寛永光 lf 蔀

武州鵄朗郡托戸庄図

131

広キ

仁多郡横田村岩屋寺領、同所新樹15石
寄進し、都合30石とする

1632

圃造千家

寛水1021b

綿2

配所残筵

堀尾丹家区口q討鵬

!、1j量千・家

松江縞、北島中書孝康へ大社神前にあ
る松袖え啓えのため、修理免の内で代
地を与えることを同地の肝前へ伝える

1633

(寛永10)り川5

内容

平河半介一EW捌叩)

133

堀尾家三未行連署証文

国造千家

1633

見永105

堀尾采女、、才E押)

神魂社遷宮について、住号斐伊豆は出
雲・綣岐両圃仕冊と記ノ、されている)

始1

堀尾一氏寺地返却状

堀尾采女正

1633

Ib}do)、911

杣魂袿遷宮についてか

区造千家

133

堀尾大綱冉壮

祁魂社遷宮じついて、巻数僻進のこと
{堀足乗女は出史+郡支両田Ⅱ.御と"
入されている)

1633

山廃枯五左衛門尚興
イ花押)

a水10917

国造千家

13b

出雲縫岐両國太宇堀尾山城
守家中1合斑く

岩屋寺文讐。湘島根県史編県史
料、1。「仁多郡誌」岩屋寺18号※

0ン批0920

北朗干十郎

]633

北島広孝、堀足采女へ上洛して勃詐を
得るために上盗することを伝える

堀足采女一朋{花押}、
揖斐伊豆高清(花押)、
堀尾但嘱力成q郡判

0、水10、9、26

堀尾忠哨遺三拔

出

神魂社遷宮についてか{旧例の如く遷
宮)とある

13S

北島圧子蔵文害(吹田市)。"、社
町史研究紀要N、北島正子家文冉
7号ま

1633

堀尾右近一氏(花抑)

寛永10)10-1

堀足家一'h寄迦北写

1633

大庭神課社遷宮に関わる

山庇三郎右衛門、
繊八鄭左衛門

139

]6:鍔

千宗屶爵家戈霄票出雲市大社
町)。湘島根県史編築〒井U※

堀児火隅氏鞠(花押)

堀尾采女、北島晒ギへ北島広孝が樹防
三Ⅲ尻まで赴いたことを伝える

堀足恕、畔1」、1P部塔

捗1永]0) 1017

ギ、H乎物'誠1部増

千家屶爵家文書1(出雲市ノ^社
町)。湘島根県史編篁資料』※

440

堀尾山城守屋敷地の確認かできる。現
存の東泳都立中史図書館蔵け写しだ
が、原図は寛永9午刊行。

波多野権ゾ、夫

堀尾掃都六.、气氏成
判

1633

(寛水10頃>

千宗男爵家文冉1{出雲市大社
町}.細島根県史撫築資1・U※

都川恕、刊六"、家

一峪山善光寺別富
肝前輿マ兵衛

44]

寛永9年、山廃麦行H歳、堀尾山城守家
老掛斐伊豆により堀尾忠、畴の前て冉
物を誌む、200イiで堀尾家に招かれる。

堀児山城守

]633

(稔水10頃)

北島家裁ゞ国造北島広孝兌古并訴
杁案」1出盧國造家文冉1221号ま

国造千宗

堀足但'n]、揖艾0"、/1、
堀足乗女

雛川恕、興冉杁(新紙)

下宅加兵衛の当1'を舸の如く承認・上
る」と

年代は製筆

千家屶爵家之冉"出獄市大社
町)。細島村N1ι央繊ヲ"H溌※

142

堀尾忠、萌画像

千家屶舟家文冉舮出喜市入村
日心,「Ⅲ島根県央繊粟賓H」※

城安寺の寺地を苦光寺に返却するこ
とを認める

(寛永H) 213

1633

年代は呉筆

'四jl "県、1内井'貰
殴、十"jゞ!上

北島家江J田造北島広¥覚冉并訴
状案」「出雲純込茶之ilH221号※

出雲国太守堀尾山城殿追善
独吟百鹸

伊非諾御遷寓について、千家の申J、を
使者長谷右兵衛畷から開いたとする
「大]子テ

年代は異峯

噛朏1'1,刊

東京都立中央図冉月靴.受知県西
尾市立岩点文咋。「田史大事典打

妙駈、、

寛永10年5"嶬?iの希勢てを元禄131兆
月に堀尾氏成の孫、ゞ1、T1欠硫潤どいう
人物が敏写Lだりオ、

年代は拠柴

4)年未詳

]634

炎

示」ι口ーマニ', U にU,

堀,昆家家臣連男願弐写

、配所残工_1。「岩i皮文脚」※。細本
思想ナ斬勺

堀兄、W 哨、゛1J1 史 111 '六 11 恕、鵬・ 1'」「イ1j
形ゞ庁老小に遺じを伝える

H3
{安上挑{1」1墹
5 20

午代は翼筆

埋冶神社、出雲市)。突清一1塩冶
旧記蠏

よ州i二多郡'澤H'W巌 1」1こ5イiを冷迩
、fる

魚忙俳左衞門對

寛永9作の神魂社
迄宮に鵬力るか

小ld

里村昌琢

乃木付善光寺ス1」K松打1市浜乃木
田)。レ新1君Ⅲt1筈光寺文J12号咲

円成説股炯班繊火'了海賢ネ打ノ、1'上

"ト米"詞9 Ⅱ

越中

久徳内膳判(花押)、堀
尾但再判く花押)、揖斐
伊豆判、前出丹波判、
小島年人判、堀尾火隅
判、堀尾左兵.衞判、堀
尾采女判、堀尾因φ岳
判、堀尾修理判

堀忙山城内 1公1"二物

堀兄恕餉炳死、ι,、1鴫、イi川宗 1側シ忠略
感4¥子への棚銑を働きかける.丁き
尽くしたが認め巧れす、家中の鄭行取
は当」1.の物成を希芋.・1る.城受取の城
番の愉繊,

千宗労"宗之汽1'出抵市大村
町)、細島杠Wキ々1局聾資"撚

,145

堀,晃吉晞冉ガ、(桜切"U

(年禾詳)Ⅱ器

「出宝口吐両純ソ、守堀足山城守寺、
中給軒iヅ東糸ノ、9女合図冉魚載,

M6

"配所残筑」延宝3
"正乃成立

芽

]0Ⅱ.1「HJ、」;・1大を芥見し、堀尾恕、畔i,冉
死を開いたとの返冉

(年未詐)]2]フ

堀尾吉発冉状

f,二顎餘鍬卜剖迂公之'"見肱)※
1 1公打"]'.、、」

417 (慶長頃)56

隆iJ'之,仁多郡拠出雲町)、1仁多
郡":1 1泙村隆諫寺文マ;5様'1細
'nR嚇史糧纂資縦

堀忙忠●とな村監物遺像

酒井・雅楽頸、士針
大炊頭、酉jl・讃岐

M8

塀,昆吉晴冉状

年未詳]09

守

119

聾源寺・-1U熊1り、f島櫻リ,や蝉8牙

堀足忠萌の追善独吟百額力

堀粥刀吉叱(花押)

誇河,寺咲珊{那,、f島"W上ど8泳

堀尾吉晒冉状

く年未詳)4 2

午代は児粂

部川唆文代。大日本近批史111訓
川家史HJH、685号碁

豊臣秀頼御内書守扉氏)

堀帶刀吉晴価酔円

堀昆家の家名再興にっいて廓冉を捉
出する

好,尾忠氏害状

堀本はh川家じ
イ云才Jる

鯏川宗之円',人11本近枇史"1削
川家tどIH5、1150号"

堀帯刀吉鷆(花押)

山宮内

堀尾忠、氏書状

円成寺藏(松il'「1i).叫訓ι1勤※

吉晧(里印)

仁口法印

,'1L11記念文矩、罷北1市兵1嵯ι立繍
(11麒嶋高校)。f則J;罷:111i1※。阿
之¥"究史斗鋪マイクロ

(里部)

浜松か巧手紙を
送ったとある

瀧左兵衛

曹、氏く花押)

r堀尾家記録上松江市)、f新修島
根県史1安料概2※

「栃川文冉」甘柏家文冉では鎌兪御所
御教冉、北条氏心印刊辻なとを収録

堀信濃守忠、氏(花抑)

笑雄五郎八

東京大゛央朴編
粟所データハー

堀尾帯刀

蔵人、EI

浜松在城の頃力。笑庵の労苦をねぎら
う

'L豊州

年顛の祝議の御礼

妙飽寺文11H京都市1.京区)

H粕小南門氏蔵文誤(神知削ι鎌
兪郡大船村X東史影}

〔6幻

堀江銚三郎氏謎文杏(東史影)

円成寺茲牛公?1市).「島根県史」S

東京たf史"編
桑所データベー
ス

祝{

酒井家家臣所持文古く東京大学史
科編纂所蔵)。「史料編算所紀要」
フ、酒井家家臣所持文辨2号※

東京大学史村覆
篁所データベー
ス{花押壮後期
のもの}

本法寺文書{京都市上京区X東史
影)

堀江沌三郎氏蔵文古(東史影)

東京大学史斗編
竿所データベー
ス

東京大学史千1概箪
所データベース

東京大学史料編纂
所データヘース

老倫典者号

7工
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年

年未詳.6.27

487

西暦

年未詳9 Ⅱ

488 年未詳

下万源在衛門書状け扉氏)

文書名

489 年未詐7器

下方源左衛門書状断縛

490 年未許5 Ⅱ

たかくらいち巫女非行書出

491 年米詳Ⅱ.20

発給者

秋上神主訴状案

下腺た衛門(花押)

492 IF未,1 2 3

野力村三郎左衛門尉書状写

下方源左衛門員清
(花抑)

杓3 イ1・ポ,1:72'1

酒郎兵衛書状写

191

浄音寺、別火

11'永'{ 2 6

1ト〕5

大庭神主

肢藏人禁制写

{1",1;,¥626

496

別火右近

野た村三郎左衛門尉
在判

年11"丁 728

宮内書1大写

,197

郡役綿の事について、桑漆の木を植え
る触れがあったことを伝える

年米守田2

堀尾宮内少輔一伝書状

五郎兵衛判

おきやくちん、い
せとのさま

伊井諾・伊非冊両社へ御供米、宮内殿
御切手6石の内3石をいち方へ渡すよ
う蔵人から指示かあ0た

堀尾宮内少輔一信者状

内容

498

藤蔵人判

小近江守書状

年未評217

秋左1上力]

たかくらいち私曲の事、慶長Ⅱ年頃の
出来事も記している。

堀尾高成沓状

宮内在判

四9

空清、右近、久左衛
門、三郎右衛門

御神領のことについて訴杁。忠甜b朗長
以前か

年永詐}026

堀尾宮内少輔一信
(花押)

500

大庭袖田を湖査し甚役であることを
伝える

堀尾宗泰行人迎薯書状(折
紙)

年朱iギ 52.1

堀足宮内少輔一偏
(花押)

神魂神社秋上家文霄(松江市大
庭町)。絶宇六社文書」秋上家文
沓236号嶽

大庭別火

50} "1斗く,乍)1干6]0

小近江守貞温(花抑)

空清等からの告状の返事、御鷹の大に
つ、、て

神魂神杜秋上家文書(松江市大
庭鴫。『意宇六社文割秋上家文
霄239号※

出

大庭別火

502

堀尾左衛門尉高成
件酎判

布施又兵南冉状力

{ギ井てi,干極 8

圃口区区E

袖魂袖社秋上家文書(松江市大
庭瑚。!衣宇六社文鯏秋上家文
沓説1ぢ※

たしま梢心

大庭宮山に閥する

訊帰

吉川若扶守貞垣qz
押)、堀尾孫兵衛氏親
(花押)、小配伊予守
正利q沙W、堀尾頼
母助正宗(花押)

倒造千家

町斗ζ許:]010

gq似Jr南捫冉松

杣魂神社秋上家文書(松江市大
庭町)。i意宇六社文告」秋上家文
冉2四号濠

501

風造千家

大庭別火への返書

{{1ξ1ミ而羊) 3}0

505

杣魂神社杁上宗文書(松江市大魔
町)J判1魂社領文霄再(巻子)Ⅱ意
宇六社文マ打杁上家文書M例ナ※

{荷

熊野別火殿

大社遷宮に関わる

堀足但再他3名迎料冉杁

堀尾但巧内布施又兵
衛

(年太詐)9朔

5()6

火社遷宮に関わる

杣課神社秋上家文書(松江市火
庭町)。「神魂社領文霄宮(巻子)」
純、宇六社文冉」秋上家文書妬僻ナ

村尾正以古υ、

{{1',k,1.} 3 } 1

507

たしま q吋Ⅲ)

火札遷宮造営に関わろ

圃造北朗

堀尾一偏・小配正和連署書
伏

(q 求,T)稲】9

※

508

かたいろ壱端、からしまーたんを送
り、祈排を依頼する.

一畑寺文沓細蛋市)。「一畑寺古
文書関係資削34号※

;河IM、ノ'衛門ゞ捌111>

神魂神社利、上家文冉(松71市大
庭町)。「古文書空(巻子)H意宇六
社文書」秋上家文霄拓7号"

{年求,T) 6}2

509

堀兄采女書状

堀但凡1捌Ⅲ)、久内
臓河麟1円、11ヒ郎右
南門【イ刷甲)、掛伊U
詳財柚

野崎十兵衛

(年米ずi.) 9 1S

神魂袖社利、上家文沓(松江市火
庭町)。「古文書沌(巻子)_『意宇六
社文マ誕秋上家文書167・号※

5]0

剛村妙見社遷宮執行に関して波多罫
県太夫と御崎との問の相諭について、
堀,足家桑行よ:)矧造北島広キへ問い
合,コせ

堀兄采女書状

、、ざ'なぎし、ち

(年米謝卯舗

「堀尾出雲様御奉
行]

塀,1t久効書壮

付昆七鄭右衛門(花
押)

5H

千家男癖家戈書1(出雲市大社
鵡。細島根県史編算資料」※

」[外・ケ

(年未詳)卯鉛

堀尾宮内少補一信
(花抑)、小胡伊豫守
正和q酎耽

1拘Ⅲ丹波書状

千家男島宗文書心出煮市火社
町)。「恨島授県史編泉資1+1※

「堀足民部殿御家
領」

女松院難領分の杣円郡埋冶Uを壇諾.
八幡宮へ寄邊すること経緋を、C寸

矧造千家書壮

千宗男舟家文霄心出雲市大社
町)。r旧島樮県史編粟資料」※

512

キ」、ケ 1、

堀尾采女才剖甲)

堀兄采女・堀足包馬逹署霄
状

御局様よ"御初秘の嘔

峰未詳)虜19

「堀昆帯刀様出雲
松御「上置」

熊野神社文書井公成市娃野町)。
「意宇六社文書」槌野神社文霄Ⅱ
t j 、

フデ1R

堀尾采女(花押)

止村、寺がt 力反イ1 仁欝1い出のイ・3地
について水八免地をご、めム

・占九左

村尾正以・掛斐商*迎筈古
伏

殺智、寺蔵(松江市玉湯鴎。「訓遜
寺と初代松江藩主堀尾氏」展示目
録※。「雲陽誌」。

「堀尾民部様御
1大」

堀尾久助E口(花押)

5]3

古庄九左衛門鸞

玉迭温泉陽之介力での曹吋j1附交1.覧
について忠、鵡の蛾疑が良いこと伝え
る

く年米調

前出丹洲_'(花押)

北島宗藏.1出蜜國込京文1訓21・1
11'

雲伯境目證文写

倒造千家

5]ι

同造千家゛E"(花押)

杵築との境"に関力る

国造千家

堀尾采女(花押)、堀
足但馬q静1】)

(年未詳)

C,占一憾Xf出史市1.楽沽一f塩冶
粥繕撚

,!'測■の蝕寄について捉出した落合
藏人の峨勿に従うよう指示する

国造千宗

揖斐伊豆高剛花
押)、村尾越中正以
§帥W

典名ル杣靴井公7乃朔,「八東郡誌」
伊井諾杣魅.文冉5号※

一畑寺造言勧進米覚轡

堀足担馬の初出
文書力

国造

1,励様の当月の祈樗仁ついて轡杁

人庭村正林寺関係文霄(松江市大
癒町)。「八東郡競:」大庭村正林寺
関係文古2号"

1出雲西造家文
書」では寛永8・9
年頃とあるが、蚕
行人は、吉晴時代
に活難している。
慶長末年から元
和のころか

揖斐伊豆守

郡札松山ヒ左衛門、
代官稲垣吉右衛門、
森山平右衛門、宇部
尾三郎右衛門

鷺大明神えの祈梼に米2石を送ること

火般若経

国造千家

神魂社新嘗祭について

長谷川良之介蔽(松元市玉陽耽。
「島根県史」S※

村松三藏、艶野別
ナ

祈排に関・とる内容か

月御碕神社藏文古Ⅱ旧島机県史
編纂資料H

堀尾家臣、久徳陳左衛門、堀尾孫右衛
門との交ルについて

外江村庄屋八郎充
衛門、同村同與三
右衞門、竹内村庄
屋善右衛門、道野
村庄屋市郎兵衛、
境江村庄屋清兵衛

日御碕神社紅文冉、1細島恨県史
編纂r井U嶽

神魂社についての申出の返古

千家屶所家文冉瓢出歌市大社
町)。"肌ι〒則'Wι縄拳、資IH 炎

延野別火について

千家災爵唆文冉永出喬市大打
町)。訓日島1則ι央糒R資料班

出雲・伯耆の境日の3菌条を出す。「伯
各志」所収文舎'慶長丁'.午の午号がIJ
くか、堀兄忠鴫朔の文占である。f島樮
県史」では隆長]5年か元和8午に比定
する。

千京屶爵家文書5{出雲市ソ、社
町)。洗Hι根探史鞘酉.資"n

千宗労爵家文沓予出妥市人社
町)。油島根県史譜粟資料.佐

前田丹凌・堀尾頼丑・袖保清十郎・堀尾
九十鄭・野村孫太郎・大奈正右衛門・三

宅加兵衞・堀昆但馬・吉川若狭・堀尾左
兵衛・長谷川加兵衛・宇津尾九左衛門
等一畑寺造営の勧迩に寄進する

チ家男爵宗文吉・6く出雲市ソ●
町)、f恨島根県史福気資+H沫

千家労排宗文舎6(出雲市火社
町}。「旧島根県史編草資1}、1※

延野手'蔵文霄。「侶島柧L1ι史編
築資1、U ^

堀尾采女寄進

「伯耆志」巻6、會見郡6、合見郡中
野村。「島根県兜」8※。姻伯叢書」

(ふくいまさゆき)
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