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【
写
真
】
萩
原
天
満
社
境
内
の
庭
園

発刊に当たって

▽この電子ブック「大分今昔」は昭和 37（1962）年 11 月から翌 38（1963）年 12 月末まで、１年２カ月にわたり大分合同新

聞に 295 回連載され、連載から 20 年後の昭和 58（1983）年大分合同新聞文化センターで書籍として出版されたものを、電子ブッ

クとして再編集したものです。したがって、文中の「現在」とか「いま」というのは昭和 37、8（1962 ～ 63）年当時のことです。

▽使われている町名も、その後、街区制の変更によって連載当時とは変わっており、その場所を知る手がかりになる建物も、

いまでは移転したり、なくなったりしているものがあります。このため、おもなものは各章の終わりに「注」として、昭和

58（1983）年現在の町名、場所を説明し、わかりやすくしています。
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萩
原
を
語
る
と
き
、
ま
っ
先
に
話
題
に
な
る
の
は
一
伯
公
松
平
忠
直
と

愛
し
ょ
う
お
蘭
さ
ま
の
こ
と
。
こ
の
悲
劇
の
主
人
公
忠
直
が
、
豊
後
に
配

流
と
な
り
、
最
初
に
居
館
を
定
め
た
の
が
萩
原
だ
が
、
こ
こ
に
は
元
和
九

年
（
一
六
二
三
年
）
五
月
か
ら
軍
水
三
年
（
一
六
二
六
年
）
正
月
ま
で
の

二
年
九
カ
月
い
た
だ
け
で
、
津
守
に
転
居
し
て
い
る
。
普
通
な
ら
、
こ
の

て
い
ど
の
歳
月
を
え
ら
い
人
が
住
ん
で
い
た
ぐ
ら
い
で
は
、
里
人
の
伝
承

も
そ
う
長
く
は
続
か
ず
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
た
と
え
ば
隣

村
の
日
岡
に
、
の
ち
に
府
内
城
主
と
な
っ
た
大
給
忠
昭
が
十
六
年
間
も
居

館
を
か
ま
え
て
い
た
の
だ
が
、そ
の
居
館
跡
さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
ほ
ど
、

と
う
の
昔
に
里
人
の
い
い
伝
え
は
ぷ
っ
つ
り
と
ぎ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
萩
原
の
一
伯
公
は
、
よ
ほ
ど
強
烈
な
印
象
を
住
民
に
与
え

た
と
み
え
、
と
く
に
お
蘭
さ
ま
の
う
わ
さ
が
語
り
継
が
れ
て
、
い
ま
も
老

人
の
記
憶
の
中
に
あ
る
。

　
気
性
の
激
し
い
、
お
て
ん
ば
娘
を
、
萩
原
で
は
「
お
蘭
さ
ま
の
ご
た
る
」

と
い
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
毎
朝
、
ぜ
ん
の
端
に
生
首
が
置
い
て
な
い

と
飯
が
お
い
し
く
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
残
忍
性
を
も
っ
た
悪
女
と
し
て
、

お
蘭
さ
ま
は
萩
原
の
人
々
に
お
そ
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
史
家
は
越

前
に
お
け
る
お
蘭
さ
ま
の
う
わ
さ
が
萩
原
に
も
伝
え
ら
れ
、
伝
承
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
配
流
の
身
の
一
伯
公
に
つ
き
従
っ
て
き
た
女

性
が
、
そ
ん
な
悪
業
を
す
る
わ
け
は
な
い
。
だ
い
い
ち
監
視
の
目
が
き
び

し
い
の
に
、
住
民
を
殺
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い
う
の
だ
。
し

か
も
、
お
蘭
さ
ま
は
萩
原
に
き
た
翌
年
死
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
お
蘭
さ
ま
の
素
性
は
、
岐
阜
の
片
い
な
か
の
宿
場
の
茶
く
み
女
だ
っ
た

お
蘭
悲
し
や
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の
を
、
忠
直
が
見
染
め
て
福
井
城
内
に
引
き
取
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

ま
た
別
の
説
で
は
久
世
但
島
と
い
う
家
臣
の
女
房
だ
っ
た
の
を
、
忠
直
の

側
女
に
と
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
前
説
が
ま
こ
と
と
す
れ
ば
卑
し
い
女
が
成
り
上
が
っ
た
無
知
な
悪
業
だ

し
、
後
説
だ
と
す
れ
ば
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
行
状
が
あ
っ
た
と
し
て
も
無

理
か
ら
ぬ
話
だ
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
わ
ざ
と
悪
業
を
や
ら
か
し
て
忠
直

を
困
ら
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ん
な
想
像
を
し
て
い
る
と
、
大
分
市
新

民
謡
「
豊
後
よ
さ
ら
節
」
に
う
た
わ
れ
た
、
忠
直
、
お
蘭
の
こ
ま
や
か
な

愛
情
が
だ
い
な
し
に
な
り
そ
う
だ
か
ら
や
め
て
お
く
。

　
お
蘭
さ
ま
の
心
情
は
と
も
か
く
と
し
て
、
忠
直
の
お
蘭
さ
ま
に
た
い
す

る
愛
情
は
非
常
に
深
か
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
お
蘭
さ
ま
が
死
ん

だ
と
き
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
、
女
中
十
二
人
を
手
う
ち
に
し
て
死
出
の
供
と

し
た
と
一
伯
公
一
件
記
に
記
し
て
あ
る
ほ
ど
だ
。

　
忠
直
の
萩
原
に
お
け
る
乱
行
は
、
こ
の
ほ
か
高
山
彦
九
郎
の
江
戸
日
記

に
「
豊
後
府
内
よ
り
六
十
丁
東
、
萩
原
六
本
松
に
光
り
物
六
つ
を
発
す
。

こ
れ
は
一
伯
、
庄
屋
六
人
生
き
な
が
ら
埋
め
し
と
い
う
」
と
、
う
わ
さ
を

書
き
と
め
て
い
る
。
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
忠
直
が
一
種
の
精
神
病
で
越

前
に
引
き
続
い
て
こ
の
よ
う
な
乱
行
を
発
作
的
に
や
ら
か
し
た
こ
と
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
状
が
、
悪
女
お
蘭
の
せ
い
に
さ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
気
の
毒
な
女
性
で
あ
る
。
な
お
、
彦
九
郎
日
記

の
「
萩
原
六
本
松
…
」
の
六
本
松
は
、
萩
原
の
ど
こ
で
あ
っ
た
か
、
現
在

ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
六
本
松
は
下
郡
に
あ
る
だ
け
だ
し
、
そ
ん
な
伝

説
も
残
っ
て
い
な
い
。

　
一
伯
公
萩
原
居
館
の
跡
は
、
天
満
宮
の
東
南
方
一
帯
。「
御
屋
敷
」
の

地
名
が
残
っ
て
い
る
。
大
正
年
代
ま
で
は
一
段
高
い
一
角
だ
っ
た
。
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長
久
寺
の
南
の
方
に
仮
屋
島
と
い
う
土
地
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
と
自
然

石
の
墓
標
が
あ
っ
て
、
忠
直
に
打
ち
首
と
な
っ
た
女
中
を
葬
っ
た
と
こ
ろ

と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　

　
萩
原
の
古
い
記
録
は
、
数
百
年
の
間
庄
屋
だ
っ
た
、
萩
原
の
岡
家
（
現

当
主
岡
忠
治
さ
ん
）
に
こ
ま
ご
ま
と
残
さ
れ
て
い
る
。
近
年
火
災
に
あ
っ

て
、
そ
の
一
部
を
焼
い
た
そ
う
だ
が
郷
土
史
家
の
間
に
「
岡
文
書
」
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
古
記
録
は
、
一
種
の
市
の
文
化
財
な
の
だ

か
ら
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
保
存
を
考
え
な
い
と
、
い
つ
か
は
消
滅
す
る
。

　
こ
の
古
記
録
に
よ
る
と
「
萩
原
村
」
を
「
天
笠
花
原
村
」
と
記
し
た
こ

と
も
あ
る
そ
う
だ
。「
天
笠
花
」は「
萩
」の
別
字
で
や
は
り
ハ
ギ
と
読
む
。

な
ん
の
感
興
も
な
く
地
名
と
し
て
呼
び
な
れ
て
い
る
「
萩
原
」
は
考
え
て

み
れ
ば
優
に
や
さ
し
い
名
だ
。
鶴
崎
の
碩
学
脇
蘭
室
が
、
萩
原
を
通
っ
て

こ
ん
な
歌
を
よ
ん
で
い
る
。

　
咲
き
に
ほ
う
花
も
残
ら
ぬ
冬
枯
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
む
す
ぼ
る
る
萩
原
の
里

　
昔
の
人
は
、
地
名
に
も
興
趣
を
お
ぼ
え
て
歌
に
す
る
ほ
ど
の
風
流
気
が

あ
っ
た
の
だ
。

　
萩
原
は
珍
し
く
町
の
区
画
が
整
然
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
竹
田
の
岡
藩

が
飛
び
地
と
し
て
領
有
し
て
い
た
時
代
に
町
づ
く
り
を
し
た
の
だ
そ
う

だ
。
そ
う
い
え
ば
、
や
は
り
岡
領
だ
っ
た
三
佐
も
古
い
町
並
み
は
整
っ
て

い
る
。
岡
藩
主
が
萩
原
も
三
佐
も
竹
田
と
同
じ
よ
う
に
整
然
と
し
た
町
作

露
む
す
ぼ
る
る
萩
原
の
里
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り
を
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　
が
ん
ら
い
萩
原
は
大
友
統
治
以
前
は
京
都
城
興
寺
の
寺
領
だ
っ
た
。
岡

忠
治
さ
ん
の
先
祖
は
そ
の
時
代
か
ら
小
地
頭
職
だ
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
大

友
統
治
時
代
に
は
、
応
仁
の
乱
を
の
が
れ
て
京
の
都
か
ら
豊
後
に
下
っ
た

萩
原
房
俊
が
大
友
に
属
し
て
萩
原
に
と
り
で
を
築
い
て
住
し
、
三
代
萩
原

に
い
た
の
ち
豊
前
敷
田
（
現
四
日
市
町
）
に
築
城
し
て
移
っ
た
。
萩
原
の

地
名
は
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
藩
政
時
代
に
入
っ
て
岡
藩
の

飛
び
地
と
な
り
、
の
ち
府
内
領
に
移
っ
た
。
松
平
忠
直
の
居
館
だ
っ
た
地

は
、
岡
藩
の
倉
屋
敷
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
以
前
は
萩
原
氏
の
と
り

で
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
地
を
御
屋
敷
と
呼
ん
で
い

る
が
、
そ
の
呼
び
名
は
忠
直
以
前
か
ら
だ
ろ
う
。

　
岡
藩
が
萩
原
の
区
画
整
理
を
や
っ
た
さ
い
、
村
の
鬼
門
よ
け
と
し
て
、

北
東
の
端
に
地
蔵
さ
ま
を
ま
つ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
地
蔵
さ
ま
は
、
い
ま

も
丁
畠
の
端
の
古
び
た
地
蔵
堂
の
中
に
安
座
し
て
ご
ざ
る
。
お
か
げ
で
、

萩
原
町
内
で
は
家
を
建
て
る
さ
い
、
と
く
に
鬼
門
よ
け
を
し
な
く
て
も
よ

い
の
だ
そ
う
だ
。

　
現
在
も
、
こ
の
地
蔵
さ
ま
を
起
点
に
西
と
南
に
線
を
引
い
た
内
が
萩
原

町
内
で
、
そ
の
外
は
水
田
と
な
っ
て
い
る
。

　
も
と
は
地
蔵
さ
ま
の
背
後
に
海
岸
線
が
迫
っ
て
、
塩
田
が
広
が
っ
て
い

た
も
の
ら
し
い
。
地
蔵
堂
か
ら
ち
ょ
っ
と
北
に
「
三
軒
塩
屋
」
と
い
う
地

名
が
、
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。
日
岡
と
萩
原
の
通
路
は
、
こ
の
塩
田
沿
い

の
道
が
主
道
だ
っ
た
よ
う
だ
。
上
野
弥
栄
社
の
「
お
し
し
さ
ま
」
は
、
い

ま
は
田
の
あ
ぜ
道
と
な
っ
て
い
る
こ
の
道
を
、
昔
な
が
ら
に
通
っ
て
日
岡

か
ら
萩
原
に
ま
か
り
こ
す
。
明
治
時
代
の
こ
ど
も
は
こ
ん
な
歌
を
う
た
っ

て
い
た
と
、
丁
畠
の
利
光
嘉
六
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。
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お
し
し
さ
ま
が
ご
ー
ざ
っ
た

　
　
三
軒
塩
屋
に
ご
ー
ざ
っ
た

　
　
ド
ン
ブ
ク
、
ド
ン
ブ
ク
ご
ー
ざ
っ
た

　
古
い
萩
原
の
西
の
端
は
、
い
ま
の
西
萩
原
バ
ス
停
留
所
付
近
で
、
こ
こ

を
「
西
の
構
え
」
と
呼
ん
で
い
た
。
道
は
あ
れ
か
ら
南
に
曲
が
っ
て
牧
、

下
郡
を
通
っ
て
府
内
に
は
い
る
。
東
の
端
は
新
町
東
の
萩
原
郵
便
局
の
と

こ
ろ
か
ら
堤
歯
科
医
院
の
横
に
抜
け
る
道
で
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
「
東
の

構
え
」。
あ
れ
か
ら
延
岡
領
の
桃
園
地
区
に
は
い
る
。
こ
の
「
構
え
」
に

木
戸
を
設
け
て
他
領
か
ら
の
通
行
者
を
取
り
締
ま
っ
て
い
た
わ
け
だ
。

　
こ
の
東
西
の
構
え
内
は
、
い
ま
も
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
昔
の
ま

ま
の
道
路
と
町
並
み
で
あ
る
。

　
　
　
　

　「
萩
原
四
百
軒
」
と
昔
か
ら
い
わ
れ
て
い
た
。
だ
い
た
い
四
百
戸
前
後
の
戸

数
が
、
府
内
と
鶴
崎
の
中
間
の
安
定
し
た
中
心
村
落
と
し
て
静
か
に
い
き
づ

い
て
い
た
の
だ
。
い
ま
は
約
六
百
軒
、
人
も
店
も
し
だ
い
に
変
わ
っ
て
い
る

が
、
町
の
中
を
歩
い
て
み
る
と
、
昔
を
な
つ
か
し
む
よ
う
な
白
い
厚
壁
の
が
っ

ち
り
し
た
建
て
物
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
軒
を
並
べ
て
い
る
。
み
ん
な
明
治

時
代
か
、
そ
れ
以
前
の
建
築
に
な
る
も
の
ば
か
り
だ
。
東
町
の
浜
屋
雑
貨
店

な
ど
は
、
天
保
年
間
か
ら
続
い
て
い
る
店
だ
そ
う
で
、
建
て
物
も
、
店
先
の

部
分
は
い
く
ら
か
改
造
し
て
い
る
が
、
昔
の
ま
ま
の
姿
を
維
持
し
て
い
る
。

　「
見
わ
た
せ
ば
行
き
か
う
人
も
新
町
の
、
西
へ
東
へ
東
町
、
比
翼
を
結
ぶ

仲
の
丁
、
ゆ
き
ふ
み
わ
け
し
下
の
町
、
丁
畠
よ
り
田
町
へ
と
、
朝
夕
参
る
長

町
づ
く
し
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久
寺
、
極
楽
世
界
は
西

町
の
、
上
下
わ
か
ぬ
あ

り
が
た
さ
、
誓
の
舟
は

浦
町
を
、
帆
か
け
て
走

る
本
町
へ
、
中
の
町
へ

と
潔
く
、
堀
川
町
へ
つ

な
ぎ
と
め
、
眺
め
に
あ

か
ぬ
風
情
こ
そ
幾
千
代

ま
で
も
目
出
度
け
れ
」

　
こ
れ
は
岡
忠
治
さ
ん

の
家
に
保
存
さ
れ
て
い

萩
原
町
内
の
昔
の
家
（
挿
絵
：
田
中  

昇
）

る
「
萩
原
町
尽
し
」。
寺
小
屋
で
教
え
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に

う
た
い
こ
ま
れ
て
い
る
町
名
は
、
い
ま
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
つ
い
で
に
府
内
の
方
の
町
名
を
う
た
い
こ
ん
だ「
府
内
御
城
下
町
尽
し
」

が
大
分
市
史
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
長
文
だ
が
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ

れ
も
寺
小
屋
で
読
み
書
き
の
教
科
書
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。

　「
ま
づ
東
御
門
を
入
り
来
れ
ば
、
と
ざ
さ
ぬ
闇
の
東
町
、
そ
れ
と
心
を

米
屋
町
、
古
川
町
を
後
に
見
て
、
見
送
る
後
小
路
町
、
天
神
町
と
聞
く
か

ら
に
、
宮
居
の
方
を
伏
し
拝
み
、
い
つ
か
小
物
座
町
す
ぎ
て
、
行
来
の
人

も
立
寄
り
て
、
見
な
れ
ぬ
姿
唐
人
町
、
尊
き
声
や
極
楽
の
、
名
号
小
路
や

於
北
町
、
向
う
遙
か
に
見
渡
せ
ば
、
寿
も
千
代
に
万
屋
町
、
長
池
町
の
永

か
れ
と
、
祝
ふ
て
此
所
に
北
町
と
、
笑
顔
め
で
た
き
蛭
町
、
民
を
守
り
の

稲
荷
町
、
頭
の
雪
や
白
菊
と
、
お
き
ま
ど
は
せ
る
下
市
と
、
結
ぶ
え
に
し

の
中
の
町
、
ま
だ
あ
げ
ま
き
の
桧
物
町
、
い
た
い
け
の
手
を
指
さ
し
て
、

東
中
西
上
市
と
、
拍
子
と
り
ど
り
打
つ
鎚
の
、
音
勇
ま
し
き
鍛
冶
屋
町
、



10大分今昔（27）萩原かいわい

時
雨
を
し
の
ぶ
笠
和
町
、
思
い
染
に
し
紺
屋
町
、
妙
な
る
法
の
寺
町
と
、

昔
の
跡
も
年
経
れ
ば
、
今
在
家
町
過
ぎ
行
き
て
、
堀
川
町
の
入
汐
に
、
千

船
百
船
帆
を
あ
げ
て
、
船
歌
う
た
ふ
船
頭
町
、
積
み
し
宝
の
袋
町
、
秋
の

田
町
の
実
り
よ
く
、
誰
が
塗
師
町
の
ふ
じ
ば
か
ま
、
清
水
流
る
る
柳
町
、

影
を
映
し
て
清
忠
寺
、
永
き
日
蔭
の
西
町
や
、
室
町
過
ぎ
て
す
な
ほ
な
る
、

君
が
園
生
の
竹
町
や
、
眺
め
は
あ
か
ぬ
桜
町
、
こ
こ
は
い
づ
く
か
西
小
路
、

黄
金
花
咲
く
白
銀
町
、
茶
屋
町
辺
の
夕
景
色
、
三
筋
の
糸
に
釣
り
よ
す
る
、

魚
の
棚
酢
食
細
工
町
、
げ
に
た
く
み
の
大
工
町
、
な
ほ
書
き
書
き
て
見
上

れ
ば
、
君
が
有
徳
に
開
け
た
る
大
手
の
城
戸
の
厳
重
に
、
枝
も
鳴
ら
ぬ
並

松
の
影
を
浮
ぶ
る
堀
水
に
、
群
れ
居
る
鴨
の
川
屋
町
、
流
れ
に
続
く
京
町

は
、都
に
つ
づ
く
心
地
し
て
、家
路
に
帰
り
参
ら
せ
候
。め
で
た
く
か
し
く
」

　
こ
れ
に
う
た
い
こ
ま
れ
た
町
名
は
、
米
屋
町
、
万
屋
町
、
長
池
町
あ
た

り
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
他
は
早
く
な
く
な
っ
た
の
も
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
は
三
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
改
め
ら
れ
た
新
町
名
の
中
に
吸
収

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
二
つ
の
「
町
尽
し
」
は
、
読
み
人
知
ら
ず
と
な
っ
て
い
る
が
、
な

か
な
か
詩
情
豊
か
に
、
し
か
も
お
の
が
町
へ
の
愛
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。

詩
歌
に
ひ
い
で
た
学
者
が
作
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　

　
　
嫁
に
や
る
と
も
萩
原
に
や
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昼
は
浜
持
ち
夜
ば
た
織
り

　
農
家
の
婦
人
は
、
よ
な
べ
の
は
た
お
り
に
、
あ
る
い
は
炎
天
下
の
塩
浜

嫁
に
や
る
と
も
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で
、
塩
か
き
の
労
働
に
、
こ
ん
な
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
自
ら

の
運
命
に
た
い
し
て
あ
き
ら
め
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
歌
は
、
駄
ノ
原
の
鋳
物
屋
に
働
き
に
行
っ
て
い
た
、
た
た
ら
踏
み

の
婦
人
が
う
た
っ
た
「
…
昼
は
ふ
き
ふ
き
夜
ば
た
お
る
」
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
も
の
で
あ
る
。
萩
原
の
婦
人
が
織
る
「
萩
原
も
め
ん
」
と
駄
ノ
原
に
多

く
あ
っ
た
紺
屋
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
し
、
駄
ノ
原
の
婦
人
も
「
萩
原
も

め
ん
」
の
下
請
け
仕
事
を
し
て
い
た
か
ら
、
ど
ち
ら
か
に
発
生
し
た
歌
が

移
入
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
労
働
の
つ
ら
さ
に
作
り
変
え
ら
れ
て
う
た
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
貧
し
い
農
家
の
婦
人
は
、
男
以
上
に
激
し
い
内

職
の
労
働
に
耐
え
て
日
銭
を
か
せ
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
自

ち
ょ
う
（
嘲
）
す
る
よ
う
に
う
た
う
こ
と
で
、
自
ら
を
慰
め
て
い
た
。
悲

し
い
歌
だ
。

　
萩
原
の
塩
田
は
、
こ
の
付
近
で
は
最
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
丑
寅

の
浜
、新
見
の
浜
、大
屋
の
浜
、前
丑
寅
の
浜
住
吉
の
浜
、こ
う
や
く
の
浜
、

松
の
木
の
浜
、
林
よ
む
の
浜
、
玄
海
の
浜
な
ど
と
呼
ぶ
塩
田
が
あ
の
海
岸

線
に
並
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
塩
田
で
、
潮
水
を
か
け
て
は
干
し
上
げ
る

砂
を
、
か
き
ま
ぜ
る
た
め
に
、
モ
ウ
ガ
（
砂
を
か
く
ク
マ
デ
の
よ
う
な
も

の
）
を
肩
に
熱
い
砂
の
上
を
歩
き
回
る
の
が
婦
人
の
仕
事
だ
っ
た
。
こ
の

仕
事
を
す
る
人
を
モ
ッ
テ
と
呼
び
、
日
当
は
現
金
の
か
わ
り
に
モ
ッ
テ
札

と
い
う
換
金
の
で
き
る
券
を
毎
日
渡
し
て
い
た
。

　
塩
田
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
釜
場
」
が
築
い
て
あ
っ
て
、
終
日
塩
た
く
煙

を
は
い
て
い
た
。
塩
が
ま
に
た
く
燃
料
は
お
も
に
松
葉
で
、
竹
中
、
犬
飼

方
面
か
ら
大
野
川
く
だ
り
の
船
に
よ
っ
て
積
み
出
し
て
い
た
。
そ
の
松
葉

の
山
が
小
屋
の
横
に
小
山
の
よ
う
に
積
み
あ
げ
て
あ
っ
た
。
こ
の
松
葉
の

山
を
「
大
グ
マ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
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か
ま
の
前
に
は
コ
ギ
ヌ
シ
と
呼
ば
れ
る
か
ま
た
き
が
、
ふ
ん
ど
し
一
つ

で
が
ん
ば
っ
て
い
た
。
松
葉
の
く
べ
か
た
が
大
切
で
、
く
べ
か
た
ひ
と
つ

で
塩
の
あ
が
り
が
違
う
と
い
わ
れ
た
。
だ
か
ら
コ
ギ
ヌ
シ
は
釜
場
の
主
の

よ
う
な
も
の
だ
。

　
萩
原
か
い
わ
い
の
こ
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
塩
田
が
絶
好
の
遊

び
場
で
も
あ
っ
た
。
塩
田
の
横
の
、
海
か
ら
引
き
込
ん
だ
ミ
ゾ
に
は
ハ
ゼ

が
ふ
ん
だ
ん
に
釣
れ
た
。
塩
田
の
手
前
の
畑
に
は
サ
ツ
マ
イ
モ
が
植
わ
っ

て
い
て
、
根
元
に
手
を
つ
っ
こ
む
と
、
む
っ
ち
り
実
を
入
れ
た
イ
モ
が
こ

ろ
が
り
出
た
。

　
こ
ど
も
た
ち
は
、
コ
ギ
ヌ
シ
の
目
を
盗
ん
で
は
、
か
ま
の
前
に
し
の
び

こ
む
。
そ
し
て
畑
か
ら
く
す
ね
て
き
た
イ
モ
を
灰
の
中
に
つ
っ
こ
み
、
釣

り
あ
げ
た
ば
か
り
の
ピ
チ
ピ
チ
し
て
い
る
ハ
ゼ
を
竹
に
つ
き
さ
し
て
焼
い

た
。
焼
き
た
て
の
イ
モ
や
ハ
ゼ
の
熱
い
の
を
、
ふ
う
ふ
う
吹
き
な
が
ら
食

べ
る
、
あ
の
新
鮮
な
う
ま
さ
は
、
い
ま
も
萩
原
か
い
わ
い
の
老
人
た
ち
の

味
覚
の
中
に
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

　
大
友
時
代
、
府
内
に
さ
か
ん
に
や
っ
て
き
た
南
蠻
船
が
帰
途
の
航
海
中

に
使
う
塩
を
、
萩
原
か
ら
買
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
文
献
に

あ
る
そ
う
だ
か
ら
、
萩
原
の
塩
田
の
歴
史
は
古
い
。

　
だ
か
ら
、
萩
原
の
人
の
塩
の
行
商
も
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
萩
原
は
商

人
で
成
功
し
た
人
が
多
い
。
そ
れ
も
す
べ
て
各
種
の
行
商
が
土
台
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
萩
原
商
人
の
起
こ
り
は
、
塩
の
行
商
に
始
ま
っ
た
も
の
に

違
い
な
い
。

〝
塩
売
り
ゃ
い
や
な
も
ん
じ
ゃ
よ
〟
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大
き
な
四
角
い
竹
カ
ゴ
に
塩
を
入
れ
て
、て
ん
び
ん
棒
で
か
つ
い
だ「
萩

原
の
塩
売
り
」
は
大
分
、
別
府
の
町
は
も
ち
ろ
ん
、
山
間
部
の
村
や
町
に
、

あ
の
た
く
ま
し
い
ワ
ラ
ジ
ば
き
の
足
跡
を
く
ま
な
く
印
し
て
い
る
。

　
塩
売
り
の
塩
の
は
か
り
か
た
は
、
な
か
な
か
う
ま
い
も
の
だ
っ
た
。
大

分
の
町
の
老
人
が
話
し
て
い
た
が
、
一
升
の
塩
が
あ
と
で
普
通
に
は
か
っ

て
み
る
と
九
合
を
下
回
っ
た
そ
う
だ
。
両
手
で
塩
を
す
く
っ
て
、
一
升
ま

す
に
ふ
わ
っ
と
は
か
り
込
む
手
ぎ
わ
は
、
や
は
り
年
期
を
入
れ
な
け
れ
ば

で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　
九
合
の
塩
を
一
升
に
は
か
っ
て
み
せ
る
手
ぎ
わ
は
「
ず
る
い
」
の
で
は

な
く
、
商
売
の
「
う
ま
さ
」
な
の
だ
。
こ
れ
は
塩
に
か
ぎ
ら
ず
、
米
で
も

同
様
で
、
一
俵
の
米
か
ら
二
升
も
三
升
も
は
か
り
出
す
じ
ょ
う
ず
で
な
い

と
米
商
人
に
な
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
現
在
は
消
費
者
の
不
利
益
を
お
も

ん
ば
か
り
、
升
は
か
り
を
排
し
て
重
量
売
り
に
改
正
さ
れ
た
の
だ
。

　
萩
原
の
人
に
い
わ
す
と
、
塩
九
升
町
の
い
わ
れ
は
、
萩
原
の
塩
に
因
縁

が
あ
る
そ
う
だ
。
萩
原
で
は
か
っ
た
一
斗
の
塩
が
、
塩
九
升
町
ま
で
運
ん

だ
こ
ろ
に
は
九
升
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
「
塩
九
升
」
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
九
升
を
一
斗
に
は
か
っ
て
運
ん
だ
の
で
は
な
く
、
昔
の

塩
は
ニ
ガ
リ
が
多
い
の
で
、
塩
九
升
あ
た
り
ま
で
運
ん
だ
こ
ろ
に
は
ニ
ガ

リ
が
垂
れ
て
、
実
際
に
升
は
か
り
の
量
が
減
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
行
商
の
さ
い
に
は
量
目
を
ご
ま
か
さ
な
け
れ
ば
、
損
な

わ
け
だ
。

　
お
相
撲
さ
ん
が
、
土
俵
に
塩
を
ぱ
っ
と
ま
い
た
あ
と
、
両
手
を
ぱ
ん
ぱ

ん
と
打
ち
合
わ
せ
て
、
手
に
つ
い
た
塩
を
落
と
し
て
い
る
が
、
萩
原
の
塩

売
り
は
、
手
に
つ
い
た
塩
を
落
と
す
の
に
、
あ
ん
な
ふ
う
に
は
し
な
か
っ

た
、手
首
の
と
こ
ろ
だ
け
を
ぽ
ん
ぽ
ん
と
打
ち
合
わ
せ
て
落
す
の
で
あ
る
。
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あ
あ
い
う
打
ち
合
わ
せ
か
た
は
他
に
は
な
か
っ
た
の
で
塩
を
買
う
人
は
記

憶
に
残
っ
た
。

　
塩
売
り
は
、萩
原
だ
け
で
な
く
津
留
の
人
も
た
く
さ
ん
や
っ
て
い
た
が
、

な
ん
と
い
っ
て
も
萩
原
が
絶
対
多
数
だ
。
だ
か
ら
塩
行
商
人
は
「
萩
原
の

塩
売
り
」
で
通
っ
て
い
た
。

　
塩
の
行
商
な
ん
て
、
あ
い
き
ょ
う
も
な
に
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

て
ん
び
ん
棒
を
か
つ
い
で
、
台
所
口
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
「
お
ば
ん
、
塩

い
ら
ん
な
あ
」
そ
ん
な
口
の
悪
さ
で
通
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
日
が
な
一
日
行
商
を
し
て
歩
い
て
、
二
つ
の
カ
ゴ
の
塩
が
売

れ
尽
き
て
も
、
せ
い
ぜ
い
四
、五
十
銭
の
も
う
け
。
た
か
が
知
れ
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ら
い
商
売
の
悲
哀
を
こ
う
歌
っ
て
い
る
。

　
　
塩
売
り
ゃ
い
や
な
も
ん
じ
ゃ
よ

　
　
朝
の
と
お
か
ら
峠
の
町
で

　
　
昼
は
麦
飯
、
塩
の
さ
い

　
明
治
四
十
三
年
に
塩
田
を
専
売
局
が
引
き
上
げ
た
。
そ
の
後
も
当
分
は

専
売
局
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
て
塩
売
り
を
続
け
て
い
た
と
い
う
。

　
　
　
　

　「
萩
原
も
め
ん
」
が
企
業
化
さ
れ
た
の
は
大
正
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、

そ
れ
い
ぜ
ん
も
農
家
の
は
た
（
機
）
織
り
は
盛
ん
で
、
歌
の
文
句
の
「
…

夜
ば
た
お
り
」
が
農
家
の
婦
人
の
大
切
な
仕
事
だ
っ
た
。

　
キ
ー
コ
バ
ッ
タ
ン
、
キ
ー
コ
バ
ッ
タ
ン
と
単
調
な
機
の
音
に
眠
け
を
誘

わ
れ
な
が
ら
、
こ
ど
も
た
ち
も
、
機
の
向
こ
う
で
糸
巻
き
の
手
助
け
を
さ

萩
原
も
め
ん
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せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
勤
労
の
成
果
は
、
問
屋
に
持
っ
て
行
き
金
に
か
え
る
わ
け
で
、
住

吉
屋
、
え
び
す
屋
、
油
屋
な
ど
の
「
も
め
ん
問
屋
」
が
萩
原
に
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
問
屋
は
自
店
の
織
り
子
を
確
保
す
る
た
め
に
、
糸
を
貸
し
つ
け

て
織
り
上
げ
て
き
た
も
の
に
工
賃
を
払
う
と
い
う
方
法
を
や
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
萩
原
だ
け
に
限
ら
ず
、
津
留
を
は
じ
め
、
勢
家
、
駄
ノ
原
、
生

石
方
面
の
婦
人
に
も
手
を
広
げ
て
「
萩
原
も
め
ん
」
を
織
ら
せ
た
。
原
料

糸
を
買
え
な
い
貧
し
い
農
家
の
婦
人
に
と
っ
て
は
、
糸
の
貸
し
つ
け
制
度

は
便
利
が
よ
か
っ
た
が
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
問
屋
は
資
本
い
ら
ず
の

機
織
り
工
場
を
農
家
の
戸
毎
に
分
散
さ
せ
て
持
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
。

　「
萩
原
も
め
ん
」
一
反
の
小
売
り
値
段
が
九
十
銭
か
ら
一
円
前
後
だ
っ

た
か
ら
、
一
反
織
り
上
げ
る
工
賃
は
せ
い
ぜ
い
十
銭
ぐ
ら
い
の
も
の
。
そ

夜なべの糸つむぎ
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の
一
反
を
一
日
で
織
り
上
げ
る
腕
の
い
い
婦
人
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
も

よ
な
べ
だ
け
の
機
織
り
で
は
一
反
に
四
、五
日
か
か
る
。

　
こ
の
「
萩
原
も
め
ん
」
を
企
業
化
し
て
、
工
場
を
設
け
た
の
は
大
正
の

は
じ
め
ご
ろ
で
、
い
ま
の
護
国
神
社
に
行
く
道
路
の
か
た
わ
ら
に
あ
っ
た

専
売
局
の
建
て
物
の
あ
と
に
、
幸
万
平
さ
ん
と
幸
長
八
さ
ん
の
共
同
出
資

で
、「
萩
原
木
綿
工
場
」
を
建
て
た
。
こ
れ
と
前
後
し
て
日
岡
の
方
で
も
、

い
ま
の
高
城
駅
前
に
魚
瀬
と
い
う
人
が
「
も
め
ん
工
場
」
を
創
立
し
て
い

る
。

　
む
ろ
ん
電
力
は
ま
だ
な
か
っ
た
か
ら
、従
来
の
木
機
の
手
織
り
工
場
だ
。

家
庭
で
内
職
を
し
て
い
た
婦
人
が
、こ
の
工
場
に
雇
わ
れ
て
、初
め
て
「
工

場
」
の
機
織
り
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
正
八
年
に
、
好
景
気
に
乗
じ
て
こ
の
「
萩
原
木
綿
工
場
」
は
拡
張
さ

れ
、
動
力
機
を
入
れ
て
「
萩
原
織
布
株
式
会
社
」
と
な
っ
た
。
そ
の
初
代

社
長
は
甲
斐
謙
一
さ
ん
。
一
時
は
年
産
四
十
万
円
の
生
産
を
あ
げ
、
大
分

県
と
し
て
は
重
要
物
産
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
襲
っ

て
き
た
経
済
恐
慌
に
勝
て
ず
、
大
正
末
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
工
場
が
消
え
る
と
と
も
に
「
萩
原
も
め
ん
」
の
歴
史
も
消
え
て
し
ま
っ

た
。
農
家
の
仕
事
着
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
じ
ょ
う
ぶ
な
も
の
は
な
か
っ
た

が
、
い
っ
た
い
、
い
つ
か
ら
「
萩
原
も
め
ん
」
の
名
が
あ
ら
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
民
間
の
さ
さ
や
か
な
産
業
な
の
で
記
録
も
な
い
か
ら
わ
か
ら
な

い
が
、
お
そ
ら
く
二
、三
百
年
の
歴
史
は
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

萩
原
の
行
商
人
が
、
塩
の
ほ
か
に
、
地
元
で
生
産
さ
れ
る
「
も
め
ん
織
り

物
」
を
持
っ
て
山
村
に
販
売
網
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
「
萩
原
も

め
ん
」
の
名
が
、
そ
の
じ
ょ
う
ぶ
な
反
物
の
名
声
と
と
も
に
う
た
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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藩
政
時
代
は
、
百
姓
町
人
が
絹
物
を
着
る
の
は
ご
法
度
だ
。
し
た
が
っ

て
も
め
ん
の
着
物
は
晴
れ
着
で
も
あ
っ
た
。
明
治
以
後
も
山
村
で
は
も
め

ん
も
の
は
容
易
に
入
手
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
盆
、
正
月
、
祭
り
の
晴
れ

着
に
は
、も
め
ん
着
物
を
着
た
も
の
で
あ
る
。
東
北
地
方
で
は
「
も
め
ん
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
晴
れ
着
を
意
味
し
、
い
ま
も
老
人
は
口
に
す
る
と
い

う
こ
と
だ
。
九
州
の
山
村
の
衣
生
活
も
こ
れ
と
大
差
は
な
か
っ
た
の
だ
。

「
萩
原
も
め
ん
」
は
、
そ
ん
な
環
境
の
中
で
も
て
は
や
さ
れ
、
成
長
し
た

の
で
あ
る
。

　
大
分
の
町
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
玖
珠
、
大
野
、
直
入
郡

な
ど
の
山
中
部
や
、
熊
本
県
の
小
国
地
方
、
さ
ら
に
宮
崎
県
の
高
千
穂
地

方
の
農
家
に
「
萩
原
商
人
」
の
名
は
、
な
じ
み
深
い
も
の
だ
っ
た
。

　
萩
原
付
近
は
耕
作
を
す
る
土
地
が
ネ
コ
の
額
ほ
ど
し
か
な
く
、
必
然
的

に
外
に
向
か
っ
て
生
活
の
道
を
切
り
開
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

浜
で
生
産
さ
れ
る
塩
を
か
つ
い
で
、
奥
地
を
行
商
す
る
貧
し
い
生
活
、
そ

れ
は
佐
賀
関
や
一
尺
屋
あ
た
り
の
漁
師
が
海
産
物
を
か
つ
い
で
山
村
に
入

り
こ
む
の
と
同
じ
生
活
手
段
だ
っ
た
。

　
し
か
し
や
が
て
萩
原
の
塩
行
商
は
一
歩
前
進
す
る
。
農
山
村
の
生
活
必

需
品
、
こ
と
に
衣
類
の
不
足
に
目
を
つ
け
た
。

　
同
時
に
衣
類
な
ど
と
交
換
に
農
山
村
に
生
産
さ
れ
る
麻
な
ど
を
町
方
に

運
ん
で
利
潤
を
二
重
に
あ
げ
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
農
家
の
副
業
の「
萩

原
も
め
ん
」
の
売
り
さ
ば
き
口
を
山
村
に
開
く
と
と
も
に
、
行
商
人
は
大

き
く
発
展
し
て
い
っ
た
の
だ
。

日
向
ざ
ん
に
ょ
う
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藩
政
時
代
の
初
期
、
萩
原
は
岡
藩
の
領
有
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
広
大
な

岡
領
内 

― 

竹
田
を
中
心
と
す
る
農
山
村
に
入
り
こ
ん
で
交
易
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
、
萩
原
商
人
は
販
路
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
竹
田
地
方
を
足
が
か
り
と
し
て
日
向
の
高
千
穂
や
肥
後
の
小
国
方

面
に
手
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
萩
原
商
人
の
あ
げ
る
大
き
な
利
潤
に
刺
激
さ
れ
た
、
同
じ
境
遇
の

日
岡
、
千
歳
、
三
川
あ
た
り
の
人
々
も
お
く
れ
ば
せ
な
が
ら
こ
れ
に
参
加

し
、
や
が
て
あ
の
一
帯
は
行
商
で
財
を
築
く
人
が
続
々
と
あ
ら
わ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
商
品
は
衣
類
を
主
力
と
し
、
日
岡
の
向
原
、
府
内
の
沖
ノ
浜
で
生
産
さ

れ
る
イ
リ
コ
や
萩
原
産
の
塩
な
ど
だ
っ
た
。
最
初
は
こ
れ
を
馬
の
背
に
積

ん
で
、
肥
後
街
道
を
竹
田
に
入
り
、
こ
こ
か
ら
宮
砥
を
経
て
肥
後
の
阿
蘇

郡
野
尻
村
を
す
ぎ
、
日
向
の
高
千
穂
峡
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
。
運
送
業
者

が
馬
車
で
ど
こ
ま
で
も
荷
を
運
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
の

中
ご
ろ
で
、
そ
れ
か
ら
は
、
か
ら
だ
だ
け
同
じ
道
を
歩
い
て
行
っ
て
荷
の

到
着
を
待
て
ば
よ
く
、
ず
っ
と
楽
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
大
正
に
な
っ
て
日

豊
線
が
宮
崎
県
に
通
じ
て
か
ら
は
、
延
岡
か
ら
客
馬
車
で
高
千
穂
に
は
い

る
便
を
利
用
し
た
。
明
治
、
大
正
時
代
こ
の
高
千
穂
（
タ
カ
チ
ュ
ウ
と
呼

ん
で
い
た
）
の
五
ケ
瀬
川
流
域
一
帯
は
、
最
大
の
お
と
く
い
先
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
高
千
穂
地
方
の
人
は
純
朴
で
親
し
み
深
か
っ
た
。
一
年
ぶ
り
に
回
っ
て

行
っ
て
も
、
顔
を
覚
え
て
い
て
、
老
人
や
こ
ど
も
も
喜
ん
で
迎
え
て
く
れ

た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
行
商
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
あ
く
ど
い
も

う
け
を
追
っ
た
。
こ
ち
ら
か
ら
持
っ
て
行
っ
た
品
物
と
、
あ
ち
ら
の
麻
糸

な
ど
の
産
物
と
交
換
し
て
く
る
の
は
い
い
方
で
、
売
り
掛
け
を
好
ん
で
す
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る
者
は
、
そ
の
代
金
に
利
息
を
つ
け
て
ふ
く
ら
ま
し
、
払
え
な
く
な
る
と

土
地
を
強
引
に
取
り
上
げ
た
。
だ
か
ら
行
商
人
の
中
に
は
高
千
穂
方
面
に

土
地
を
持
っ
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

　
こ
の
行
商
人
の
信
用
を
失
う
最
も
大
き
な
失
態
は
人
絹
売
り
だ
っ
た
。

大
正
年
代
に
人
絹
が
出
回
り
は
じ
め
た
こ
ろ
、
桃
園
付
近
の
ご
く
一
部
の

人
が
、
本
絹
と
偽
っ
て
、
何
も
知
ら
な
い
高
千
穂
な
ど
の
人
々
に
売
り
つ

け
た
の
で
あ
る
。

　
商
人
の
ず
る
賢
さ
を
知
ら
な
い
人
の
よ
さ
、
そ
し
て
計
数
に
も
暗
い
人

の
こ
と
を
「
日
向
ざ
ん
に
ょ
う
」
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
行
商
人
の
造
語

に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　

　
い
ま
明
治
大
分
水
路
土
地
改
良
区
事
務
所
と
、
長
々
し
い
名
と
な
っ
て

い
る
が
、
土
地
の
人
は
昔
の
名
称
の
明
治
水
路
組
合
で
通
し
て
い
る
。
明

治
水
路
に
つ
い
て
は
滝
尾
か
い
わ
い
の
項
で
述
べ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
ふ

れ
な
い
が
、
萩
原
の
中
心
に
あ
る
こ
の
事
務
所
の
建
て
物
は
、
相
当
古
色

を
帯
び
て
、
だ
ん
ま
り
、
む
っ
つ
り
と
い
う
こ
と
ば
に
ふ
さ
わ
し
い
た
た

ず
ま
い
。

　
こ
の
建
て
物
は
、
も
と
萩
原
銀
行
が
、
こ
の
地
区
と
し
て
は
町
を
彩
る

ハ
イ
カ
ラ
な
建
て
物
と
し
て
作
っ
た
も
の
だ
。
萩
原
銀
行
は
明
治
三
十
三

年
の
創
立
。
桃
園
の
岡
地
区
の
素
封
家
清
水
藤
七
さ
ん
が
、
資
本
金
の
半

分
を
引
き
受
け
た
の
だ
そ
う
で
、
初
代
頭
取
に
は
藤
七
さ
ん
が
推
さ
れ
て

い
る
。
藤
七
さ
ん
の
家
は
、
先
ご
ろ
な
く
な
っ
た
大
分
銀
行
顧
問
の
清
水

政
七
さ
ん
の
本
家
に
当
た
る
。
岡
と
い
う
地
区
は
、
藤
七
さ
ん
の
本
家
を

金
持
ち
倒
産
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中
心
に
、
清
水
一
族
が
強
大
な
地
主
と
し
て
勢
力
を
は
っ
て
い
た
も
の
ら

し
い
。
い
ま
も
岡
地
区
は
清
水
姓
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

　
　
ぶ
げ
ん
し
ゃ
、
ぶ
げ
ん
し
ゃ
と
、
鼻
高
こ
う
す
る
な

　
　
岡
の
藤
七
さ
ん
に
ゃ
、
勝
ち
ゃ
し
ま
い

　
萩
原
か
い
わ
い
で
、明
治
時
代
に
こ
ん
な
ざ
れ
歌
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。

素
封
家
藤
七
さ
ん
の
威
勢
を
語
る
も
の
だ
。

　
第
一
次
大
戦
の
好
況
の
反
動
が
、
大
正
九
年
に
最
初
の
恐
慌
と
な
っ
て

襲
来
、
十
一
年
の
銀
行
取
り
つ
け
騒
ぎ
に
発
展
し
た
。
こ
の
と
き
萩
原
銀

行
も
あ
お
り
を
く
っ
て
倒
潰
に
ひ
ん
し
、
弱
小
銀
行
合
同
の
機
運
に
乗
っ

て
当
時
の
大
分
銀
行
に
合
併
し
た
の
だ
っ
た
。

　
当
時
頭
取
だ
っ
た
中
津
留
の
橋
本
寛
吉
さ
ん
は
、
萩
原
銀
行
の
救
済
に

家
産
を
傾
け
た
が
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

　
明
治
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
、
全
国
的
に
町
に
も
村
に
も
小
さ
な
銀

行
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
設
立
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
大
正
十
年
前
後
に
ほ
と

ん
ど
い
か
れ
な
く
な
っ
て
、
政
府
の
一
県
一
行
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
合

併
が
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
大
分
銀
行
に
合
併
し
た
の
は
、
杵
築
の
青
莚
銀
行
、
柳
ケ
浦
銀
行
、

豊
後
銀
行
、
別
府
銀
行
、
豊
岡
実
業
銀
行
、
豊
岡
共
立
貯
蓄
銀
行
、
大
分

貯
蓄
銀
行
、
萩
原
銀
行
な
ど
。

　
萩
原
の
ち
ょ
っ
と
し
た
金
持
ち
は
、
た
い
て
い
萩
原
銀
行
の
株
を
持
っ

て
い
た
が
、
そ
の
株
の
価
値
が
急
転
直
下
の
下
落
で
、
大
分
銀
行
へ
合
併

し
た
さ
い
、
百
株
あ
た
り
、
た
っ
た
五
株
の
大
分
銀
行
株
を
渡
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
昭
和
初
年
に
、
大
分
銀
行
が
二
十
三
銀
行
に
合
併
し
た
さ
い
に

は
、
こ
の
五
株
が
ま
た
も
転
落
し
て
二
株
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
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萩
原
出
身
の
幸
大
八
さ
ん
と
い
う
人
が
、
明
治
の
末
、
大
野
郡
井
田
村

（
現
千
歳
村
）
で
大
野
製
糸
会
社
を
設
立
し
て
い
た
。
大
正
六
年
に
大
拡

張
を
し
て
株
式
会
社
と
し
、
県
下
の
養
蚕
製
糸
界
に
名
を
は
せ
た
が
、
や

は
り
大
正
末
の
経
済
恐
慌
で
つ
ぶ
れ
た
。
こ
の
会
社
の
株
も
、
萩
原
の
人

が
相
当
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
ホ
ゴ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
萩
原
の
金
持
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
株
式
投
資
で
い
か
れ
た
人
が
多
い
。

だ
か
ら
萩
原
の
人
は
、
い
ま
も
株
は
き
ら
い
だ
そ
う
だ
。

　
　
　
　

　
萩
原
は
半
農
、
半
商
の
村
だ
っ
た
。
そ
の
半
商
は
行
商
人
の
根
拠
地
的

性
格
を
持
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
萩
原
の
人
は
こ
ど
も
の
と
き
か
ら
行
商

人
的
な
生
活
を
身
に
つ
け
て
い
た
。

　
萩
原
の
こ
ど
も
は
、
小
学
校
を
出
る
と
、
大
分
の
町
に
設
立
さ
れ
た
高

等
小
学
校
へ
通
う
も
の
が
多
か
っ
た
。
高
等
小
学
校
へ
あ
が
ら
な
い
こ
ど

も
は
農
作
業
の
手
伝
い
の
あ
い
間
に
、
そ
し
て
高
等
小
学
校
へ
通
う
こ
ど

も
は
日
曜
日
と
か
夏
休
み
に
、
い
ま
で
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
の
行
商
を
や
っ

て
い
た
。

　「
テ
ン
ヨ
ー
、
ト
コ
ロ
テ
ン
」
の
呼
び
声
を
大
分
の
町
に
流
し
た
ト
コ

ロ
テ
ン
売
り
の
こ
と
は
前
に
も
書
い
た
が
、
こ
の
ほ
か
原
川
や
裏
川
で
と

れ
た
シ
ジ
ミ
、
あ
る
い
は
浜
で
ふ
ん
だ
ん
に
と
れ
る
ア
サ
リ
な
ど
の
行
商

も
、
こ
ど
も
た
ち
の
独
占
だ
っ
た
。

　
ト
コ
ロ
テ
ン
売
り
や
貝
売
り
を
卒
業
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
塩
売
り
だ
。

塩
売
り
で
行
商
人
魂
を
た
た
き
こ
ま
な
い
と
、
ほ
ん
も
の
の
商
人
に
な
れ

な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。

行
商
人
の
子
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日
岡
や
萩
原
か
ら
大
分
高
等
小
学
校
に
通
学
す
る
こ
ど
も
は
、
も
ち
ろ

ん
乗
り
も
の
な
ど
に
乗
り
は
し
な
い
。
み
ん
な
徒
歩
通
学
だ
。
大
分
高
等

小
学
校
が
い
ま
の
荷
揚
町
小
学
校
の
東
側
に
併
設
（
明
治
二
八
年
―
三
五

年
）
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
通
学
し
て
い
た
日
岡
の
牧
武
平
さ
ん
の
思
い
出
話

に
、
県
庁
の
近
く
ま
で
く
る
と
、
県
庁
の
鐘
（
時
鐘
）
が
八
時
を
報
ず
る

捨
て
鐘
三
つ
を
打
ち
始
め
る
。
そ
れ
を
聞
く
と
、
鐘
が
鳴
り
終
わ
る
ま
で

に
、息
せ
き
き
っ
て
校
門
に
走
り
こ
み
、始
業
時
間
に
よ
う
や
く
間
に
あ
っ

て
い
た
そ
う
だ
。
鐘
が
鳴
っ
て
い
る
間
は
、
ま
だ
遅
刻
の
う
ち
に
は
い
ら

な
か
っ
た
わ
け
だ
。
一
足
で
も
遅
刻
す
れ
ば
罰
を
く
う
か
ら
、
そ
れ
が
こ

わ
か
っ
た
。
遠
路
の
通
学
だ
か
ら
と
い
っ
て
容
赦
は
し
な
い
。
も
っ
と
遠

い
鶴
崎
か
ら
だ
っ
て
通
学
者
は
あ
っ
た
の
だ
。

　
校
舎
が
金
池
に
新
築
移
転
し
て
か
ら
は
、
日
岡
、
萩
原
方
面
の
通
学
者

が
ぐ
っ
と
ふ
え
た
の
で
、
方
面
別
に
隊
伍
を
組
ん
で
、
方
面
長
、
副
方
面

長
の
指
揮
下
に
規
則
正
し
く
登
下
校
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
の
こ
ろ
の
こ
ど
も
は
い
う
ま
で
も
な
く
全
部
和
服
だ
。
は
き
も
の
は

自
分
で
作
っ
た
ワ
ラ
草
履
、
雨
が
降
れ
ば
は
だ
し
が
普
通
だ
っ
た
。
そ
れ

で
も
冬
は
タ
ビ
を
は
い
た
が
、
そ
の
タ
ビ
は
母
が
縫
っ
た
。
だ
か
ら
た
い

て
い
の
家
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
数
の
紙
型
が
備
え
て
あ
っ
た
。
タ
ビ
は

ひ
も
で
足
首
に
し
ば
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に
コ
ハ
ゼ
と
い
う

便
利
な
も
の
が
で
き
、
こ
れ
を
店
か
ら
買
っ
て
き
て
つ
け
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
行
商
と
塩
浜
の
村
に
ノ
リ
生
産
が
始
ま
っ
た
の
は
明

治
の
末
、
塩
製
造
が
専
売
局
の
手
に
移
っ
て
、
萩
原
の
塩
田
が
閉
鎖
し
て

か
ら
だ
。

　
萩
原
の
区
長
だ
っ
た
田
北
律
蔵
さ
ん
が
、
広
島
か
ら
技
術
屋
を
招
い
て

ノ
リ
生
産
の
技
術
を
村
に
伝
え
た
の
だ
っ
た
。
初
め
は
シ
ビ
と
い
う
枝
の
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つ
い
た
竹
を
海
中
に
立
て
て
い
た
。
の
ち
に
割
り
竹
に
改
良
さ
れ
、
さ
ら

に
ヤ
シ
ア
ミ
を
張
る
よ
う
に
な
っ
て
収
穫
も
増
加
し
た
。

　
最
初
に
ノ
リ
生
産
を
手
が
け
た
人
は
、
田
北
律
蔵
、
幸
野
庄
平
、
河
野

茂
作
、
川
辺
竹
五
郎
、
中
西
万
一
な
ど
の
先
覚
者
だ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
ノ
リ
生
産
は
こ
の
付
近
で
は
三
佐
が
最
も
古
く
、
明
治

三
十
三
年
に
大
分
県
水
産
試
験
場
の
指
導
で
下
毛
宇
佐
の
海
浜
と
と
も
に

本
格
的
な
生
産
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
創
始
者
は
三
佐
遠
見
の
半
田
鶴
三

郎
さ
ん
だ
。
鶴
三
郎
さ
ん
は
東
京
に
出
か
け
て
浅
草
ノ
リ
の
本
場
で
養
殖

製
造
法
を
学
び
、
さ
ら
に
朝
鮮
に
渡
っ
て
研
究
し
た
あ
げ
く
、
ほ
と
ん
ど

自
費
で
養
殖
試
験
を
し
、
成
功
に
導
い
た
の
だ
っ
た
。
明
治
三
十
六
年
の

「
大
分
県
案
内
」
に
、
甘
ノ
リ
は
浅
草
ノ
リ
と
同
種
で
あ
る
か
ら
製
造
に

注
意
す
れ
ば
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
良
品
を
う
る
見
込
み
が
あ
る
。
三
佐
村
の
ご

と
き
は
優
に
数
百
万
枚
の
生
産
力
を
も
っ
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　

　
い
ま
国
道
と
な
っ
て
い
る
萩
原
の
表
通
り
は
、
い
っ
ぱ
ん
に
萩
原
の
通

り
と
呼
び
な
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
い
え
ば
萩
原
は
道
路
の
北
側
だ
け
で

南
側
の
家
並
み
は
牧
で
あ
る
。
こ
の
道
路
が
主
要
交
通
路
と
な
っ
た
の
は

明
治
九
年
に
大
分
―
佐
賀
関
間
が
貫
通
し
て
県
道
愛
媛
街
道
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
そ
れ
ま
で
は
、
裏
川
の
鶴
羽
橋
も
、
大
分
川
の

舞
鶴
橋
（
も
と
は
津
留
橋
と
呼
ん
だ
）
も
な
く
、
桃
園
や
、
鶴
崎
方
面
と

大
分
の
町
と
の
連
絡
路
は
牧
の
中
心
を
通
っ
て
下
郡
か
ら
坊
ケ
小
路
の
渡

し
に
か
か
る
道
路
だ
っ
た
。

　
現
在
、
萩
原
の
通
り
は
、
国
道
と
し
て
は
手
狭
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ

兵
隊
さ
ん
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を
避
け
て
鶴
羽
橋
ぎ
わ
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
牧
の
畑
の
中
を
つ
き
抜
け
て
、

日
岡
で
現
国
道
に
つ
な
ぐ
工
事
を
し
て
い
る
。
主
要
路
線
が
牧
に
帰
っ
た

わ
け
だ
。
こ
れ
で
萩
原
は
、
国
道
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

お
か
げ
で
昔
の
ま
ま
の
道
路
も
町
の
形
態
も
、
こ
わ
さ
な
い
で
す
ん
だ
。

　
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
大
分
の
連
隊
の
衛
戌
地
（
え
い
じ
ゅ
ち
）
は
萩

原
の
東
の
は
ず
れ
ま
で
が
限
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
日
曜
日
に
外
出
し

た
兵
隊
は
、
萩
原
か
ら
向
こ
う
に
は
衛
戌
地
外
と
い
う
理
由
で
一
歩
も
足

を
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
困
っ
た
の
は
日
岡
や
桃
園
あ
た
り
か
ら
入
営
し

て
い
る
兵
隊
だ
。
せ
っ
か
く
待
ち
わ
び
た
日
曜
外
出
な
の
に
、
萩
原
か
ら

鼻
先
に
あ
る
自
分
の
家
に
帰
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
は
う
ま
く
で
き
た
も

の
で
、
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
の
土
地
だ
。
親
籍
知
人
も
萩
原
、
牧
に
い
く

ら
で
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
の
手
引
き
で
、
裏
口
か
ら
こ
っ
そ
り
、
憲

兵
の
目
を
か
す
め
て
里
帰
り
を
し
て
い
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
軍
隊
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
規
則
一
点
張
り
で
、
融
通
の

ユ
ウ
の
字
も
き
か
な
い
石
頭
だ
っ
た
も
の
だ
。

　
徴
兵
令
が
し
か
れ
た
の
は
明
治
六
年
。
そ
れ
か
ら
明
治
二
十
七
年
ま
で

は
、
大
分
は
熊
本
六
師
団
の
管
轄
で
入
営
は
熊
本
ま
で
歩
い
て
行
っ
た
も

の
。
二
十
八
年
か
ら
は
小
倉
十
二
師
団
に
属
し
た
の
で
、
小
倉
北
方
の
兵

営
に
入
営
し
て
い
た
。
柳
ケ
浦
ま
で
い
ま
の
日
豊
線
が
伸
び
て
き
た
の
が

明
治
三
十
年
だ
。
そ
れ
か
ら
十
余
年
た
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
鉄
道
が
南

下
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
小
倉
に
入
営
す
る
壮
丁
は
、
柳
ケ

浦
駅
ま
で
徒
歩
で
行
き
、
初
め
て
汽
車
と
い
う
も
の
に
乗
っ
た
。

　
し
か
し
徴
兵
検
査
は
大
分
の
町
で
や
っ
て
い
た
。
光
西
寺
な
ど
が
検
査

場
に
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
小
倉
師
団
の
軍
医
部
長
だ
っ
た
森
鴎
外

が
、
明
治
三
十
三
年
に
大
分
の
徴
兵
検
査
視
察
に
や
っ
て
き
た
こ
と
が
鴎
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外
の
「
小
倉
日
記
」
に
記
し
て
あ
る
。

　
萩
原
か
い
わ
い
の
若
者
が
甲
種
合
格
と
な
っ
て
入
営
す
る
と
き
は
、
村

の
者
が
う
ち
そ
ろ
っ
て
春
日
浦
ま
で
見
送
り
、
松
林
に
ゴ
ザ
を
敷
い
て
、

こ
こ
で
サ
ト
芋
や
ゴ
ボ
ウ
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
な
ど
の
煮
付
け
を
さ
か
な
に
酒

も
り
を
し
て
入
営
を
祝
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
大
分
に
連
隊
が
き
て
か
ら
は
見
送
り
の
距
離
も
短
く
な
り
、
裏
川
の
川

原
ま
で
見
送
っ
て
こ
こ
で
酒
を
く
み
か
わ
し
て
い
た
。

　
当
時
入
営
す
る
壮
丁
は
紋
付
き
の
羽
織
り
は
か
ま
で
、
胸
に
「
野
砲
○

○
番
」
と
い
っ
た
よ
う
な
札
を
ぶ
ら
さ
げ
て
い
た
。
赤
だ
す
き
は
ず
っ
と

の
ち
の
こ
と
だ
。

　
　
　
　

　
萩
原
の
天
満
宮
は
二
つ
の
ご
神
霊
を
ま
つ
っ
て
あ
る
。
一
つ
は
河
内
の

国
か
ら
康
安
元
年
（
二
二
六
一
年
）
に
こ
の
地
に
移
っ
た
堤
氏
が
、
菅
公

の
木
像
を
供
奉
し
て
き
た
も
の
。
他
の
一
つ
は
応
仁
二
年（
一
四
六
八
年
）

に
萩
原
房
俊
が
都
落
ち
を
し
て
十
四
代
大
友
親
隆
の
客
分
と
な
り
、
萩
原

の
海
浜
に
と
り
で
を
築
い
て
任
し
た
さ
い
に
、
村
の
祭
神
と
し
て
新
た
に

勧
請
し
て
社
殿
を
建
て
た
も
の
。
堤
氏
の
供
奉
し
て
き
た
方
は
個
人
で
ま

つ
っ
て
い
た
の
だ
が
、
社
殿
が
で
き
た
の
ち
、
い
っ
し
ょ
に
し
た
と
伝
え

ら
れ
る
。
だ
か
ら
い
ま
で
も
一
体
の
ご
神
体
は
萩
原
の
堤
一
族
の
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
天
満
宮
の
神
殿
は
明
治
二
十
八
年
ご
ろ
改
築
し
た
の
だ
が
、
そ
の

さ
い
神
殿
に
丸
に
七
曜
の
紋
が
刻
ん
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
天
満
宮

の
紋
は
梅
ば
ち
の
紋
に
き
ま
っ
て
い
る
。
調
べ
て
み
た
ら
萩
原
氏
の
紋
ど

天
満
宮
縁
起
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こ
ろ
か
丸
に
七
曜
だ
っ
た
。
つ
ま
り
萩
原
氏
が
建
立
の
さ
い
自
分
の
家
紋

を
刻
み
こ
み
、
そ
れ
が
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
ら
し
い
。

　
こ
の
改
築
の
さ
い
、
旧
神
殿
の
屋
根
に
ふ
い
た
銅
板
が
非
常
に
厚
か
っ

た
。
こ
れ
を
大
阪
の
商
人
に
見
せ
た
ら
、
銅
板
を
そ
っ
く
り
く
れ
る
な
ら

神
殿
を
タ
ダ
で
建
て
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
申
し
出
た
。
銅
板
の
値
う
ち
な

ど
知
ら
な
い
村
の
世
話
役
は
、
タ
ダ
で
改
築
し
て
く
れ
る
な
ら
、
こ
れ
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
と
承
諾
、
ま
ん
ま
と
大
阪
の
商
人
に
大
も
う
け
さ
れ

た
そ
う
だ
。

　
こ
の
天
満
宮
の
庭
園
は
、
こ
の
あ
た
り
で
は
ち
ょ
っ
と
見
ら
れ
な
い

り
っ
ぱ
な
も
の
だ
。
西
側
の
半
分
は
文
久
三
年
に
萩
原
の
茶
人
月
花
坊
探

玄
が
造
園
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
東
側
を
拡
張
し
た
の
は
大
正
の
初

め
ご
ろ
。
区
長
を
し
て
い
た
田
北
律
蔵
さ
ん
が
村
内
を
駆
け
ず
り
回
っ
て

天
満
宮
の
庭

庭
木
を
寄
進
さ
せ
、
あ
る

い
は
労
力
や
基
金
を
集
め

て
造
園
を
完
成
し
た
の
で

あ
る
。

　
戦
前
は
萩
原
か
い
わ
い

は
も
ち
ろ
ん
、
大
分
の
町

か
ら
も
行
楽
客
が
お
と
ず

れ
、
風
流
人
が
一
こ
ん
傾

け
る
風
景
が
絶
え
な
か
っ

た
そ
う
だ
。
い
ま
は
庭
園

の
各
所
に
か
た
ち
よ
く
植

わ
っ
て
咲
き
そ
ろ
う
ツ
ツ

ジ
を
見
物
に
、
つ
え
を
ひ
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く
人
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
ひ
ご
ろ
は
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
や
が
て
臨
工
地
帯
の
造
成
で
、
こ
の
一
帯
は
大
き
く
変
容
し
て
い
く
の

だ
が
、
先
達
が
残
し
た
こ
の
苦
心
の
庭
園
だ
け
は
、
緑
の
地
帯
と
し
て
大

切
に
保
存
し
た
い
も
の
。

　
こ
こ
の
天
満
宮
祭
り
は
昔
か
ら
有
名
だ
っ
た
。
上
本
町
と
下
本
町
か
ら

見
事
な
人
形
山
が
押
し
出
さ
れ
、
裏
町
の
シ
シ
舞
い
が
お
ど
り
出
る
。
さ

ら
に
各
町
内
か
ら
太
鼓
山
や
、
人
形
を
飾
っ
た
チ
キ
リ
ン
山
が
繰
り
出
し

て
競
う
の
だ
か
ら
町
は
わ
き
た
っ
た
。
見
物
人
は
大
分
の
町
か
ら
も
押
し

よ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
年
）
の
祭
り
に
各
町
内
一
カ
所
ず
つ
見
立
て
細

工
を
飾
る
こ
と
を
藩
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
、
庄
屋

だ
っ
た
岡
家
の
古
文
書
に
あ
る
そ
う
だ
か
ら
、
こ
の
盛
大
な
祭
り
行
事
の

歴
史
は
古
い
。

　
毎
年
、
旧
の
七
月
二
十
四
、五
日
の
祭
り
だ
っ
た
が
、
こ
の
ご
ろ
春
祭

り
に
変
更
し
た
り
し
て
伝
統
は
く
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
盛
大
な
人
形
山
も

消
え
て
久
し
い
。

　
　
　
　

　
天
満
宮
の
す
ぐ
東
隣
に
「
和
霊
さ
ま
」
と
い
う
小
さ
な
神
社
が
あ
る
。

青
葉
に
か
こ
ま
れ
て
、
小
型
の
拝
殿
と
小
型
の
神
殿
が
神
社
の
サ
ン
プ
ル

の
よ
う
に
鎮
座
し
て
い
る
こ
の
一
角
は
、
か
ら
っ
と
し
た
明
る
さ
を
た
た

え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
と
な
っ
た
の
は
大
正
か
ら
こ
ち

ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
「
イ
ボ
地
蔵
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
、
よ
う
（
妖
）
気
の

和
霊
さ
ま
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た
だ
よ
っ
て
い
る
陰
湿
な
石
の
ほ
こ
ら
が
ヤ
ブ
の
中
に
し
ず
ん
で
い
た
。

一
人
一
願
を
聞
き
届
け
て
く
れ
る
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
さ
ま
な
の
だ
が
、

お
気
に
め
さ
な
い
こ
と
を
す
る
と
、
ひ
ど
い
た
た
り
が
あ
る
。
こ
わ
い
神

さ
ま
な
の
だ
。
た
と
え
ば
境
内
の
木
を
切
っ
た
ら
腹
痛
を
起
こ
す
と
か
、

こ
ど
も
が
境
内
の
木
に
の
ぼ
っ
た
り
す
る
と
タ
ム
シ
が
で
き
る
な
ど
い
わ

れ
、
お
願
い
ご
と
で
も
な
い
か
ぎ
り
は
「
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た
た
り
な
し
」

と
敬
遠
し
て
い
た
そ
う
だ
。

　
天
満
宮
の
庭
園
を
作
る
と
き
、
こ
こ
の
姿
の
い
い
松
を
一
本
移
植
し
た

人
が
あ
っ
た
。
す
る
と
そ
の
人
は
た
ち
ま
ち
病
名
の
わ
か
ら
な
い
難
病
に

か
か
り
死
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
。
そ
し
て
和
霊
さ
ま
の
お
告
げ
が

あ
っ
て
、
松
を
も
と
の
位
置
に
も
ど
せ
と
い
う
。
家
族
の
も
の
が
あ
わ
て

て
も
と
の
位
置
に
新
た
に
松
を
植
え
た
ら
、
病
人
は
た
ち
ま
ち
食
欲
が
出

て
全
快
し
た
と
い
う
。
実
際
に
そ
ん
な
で
き
ご
と
を
目
に
し
耳
に
し
て
い

る
土
地
の
老
人
た
ち
の
和
霊
さ
ま
へ
の
畏
怖
は
、
い
ま
も
昔
と
変
わ
ら
な

い
。

　
と
こ
ろ
が
先
日
お
参
り
し
て
み
た
ら
、
神
殿
の
き
ざ
は
し
に
ゴ
ザ
を
敷

い
て
、
四
、五
人
の
こ
ど
も
が
ま
ま
ご
と
を
し
て
い
た
。
現
代
っ
子
に
は

も
う
神
威
は
通
じ
な
い
し
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
神
さ
ま
の
心
も
変
わ
る
も

の
と
み
え
る
。

　
現
在
の
神
殿
は
、
大
正
年
代
に
二
十
三
銀
行
の
中
に
ま
つ
っ
て
あ
っ
た

大
黒
さ
ま
の
神
殿
が
不
用
に
な
っ
た
の
で
、も
ら
い
受
け
て
き
た
も
の
だ
。

そ
の
さ
い
「
イ
ボ
地
蔵
」
の
俗
称
で
は
気
の
毒
だ
と
い
う
の
で
神
社
名
を

つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
な
に
し
ろ
え
た
い
の
知
れ
な
い
神
な
の

で
ど
ん
な
名
称
に
し
た
ら
よ
い
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
協
議
の
す
え
、
神

意
に
ま
か
そ
う
と
、
全
国
の
名
だ
た
る
神
社
の
名
を
集
め
て
、
そ
の
中
か
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ら
ク
ジ
引
き
で
決
め
た
。
そ
れ
が
「
和
霊
さ
ま
」
だ
。
和
霊
の
名
は
、
四

国
宇
和
島
の
和
霊
神
杜
が
有
名
。
宇
和
島
城
の
忠
臣
の
死
霊
が
わ
ざ
わ
い

を
す
る
の
で
神
に
ま
つ
っ
て
し
ず
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
和
霊
の
名
は
、
こ

こ
の
神
さ
ま
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。

　
こ
の
「
和
霊
さ
ま
」
を
、
大
分
市
舞
鶴
町
の
萩
原
薬
品
店
が
、
ま
る
で

自
分
の
家
の
神
さ
ま
の
よ
う
に
大
切
に
し
て
い
る
。
い
わ
く
が
あ
り
そ
う

な
の
で
調
べ
た
ら
、
萩
原
家
は
、
大
友
時
代
三
代
に
わ
た
っ
て
萩
原
に
住

し
た
萩
原
氏
の
末
え
い
だ
っ
た
。

　
当
主
の
豊
治
さ
ん
が
古
文
書
に
よ
っ
て
萩
原
三
代
の
房
俊
、
房
圓
、
房

氏
の
墓
が
、
天
満
宮
付
近
に
あ
る
は
ず
と
、
調
査
し
た
ら
、
イ
ボ
地
蔵
は

古
い
昔
は
五
輪
の
塔
型
の
三
基
の
墓
だ
っ
た
ら
し
い
と
わ
か
っ
た
の
だ
そ

う
だ
。
こ
の
あ
た
り
は
、
萩
原
房
俊
が
天
満
宮
と
と
も
に
創
建
し
た
金
剛

寺
の
跡
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
イ
ボ
地
蔵
が
昔
は
尊
貴
な

墓
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
は
な
い
。

　
い
ら
い
萩
原
家
は
、
こ
の
神
を
祖
先
の
神
霊
と
し
て
あ
が
め
、
月
々
の

参
拝
は
も
ち
ろ
ん
、
維
持
費
の
寄
進
も
お
こ
た
ら
な
い
。
当
主
豊
治
さ
ん

の
む
す
こ
の
義
秀
さ
ん
は
成
功
し
て
大
阪
の
や
ま
し
ろ
製
薬
の
社
長
を
し

て
い
る
。
こ
の
人
が
最
も
「
和
霊
さ
ま
」
の
崇
敬
に
気
を
つ
か
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　
　

　
護
国
神
社
の
あ
る
松
栄
山
を
観
光
地
と
し
て
開
発
し
よ
う
と
い
う
計
画

が
あ
る
そ
う
だ
が
、
あ
の
山
は
昔
か
ら
景
勝
の
地
と
し
て
関
心
を
持
た
れ

て
き
た
と
こ
ろ
だ
。

松
栄
山
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府
内
城
主
大
給
（
松
平
）
公
の
初
代
忠
昭
は
、
二
十
数
年
間
も
津
留
や

日
岡
で
城
を
持
た
な
い
生
活
を
送
っ
た
す
え
、府
内
城
に
お
さ
ま
っ
た
が
、

隠
居
（
延
宝
四
年
＝
一
六
七
六
年
）
の
の
ち
は
松
栄
山
に
屋
敷
（
お
茶
屋
）

を
建
て
て
い
る
。
隠
居
所
は
い
ま
の
松
栄
神
社
（
旧
県
庁
裏
）
の
位
置
に

建
て
て
住
ん
で
い
た
か
ら
、
松
栄
山
の
方
は
別
邸
と
し
て
、
風
光
を
楽
し

み
に
と
き
ど
き
出
か
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
津
留
や
高
松
に
い
た
時
代
に

愛
し
て
い
た
景
勝
の
地
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
く
だ
っ
て
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
年
）
に
は
、
大
給
家
の
祖
先
近
正

が
関
ケ
原
戦
で
戦
死
し
て
か
ら
二
百
年
に
な
る
の
で
、
そ
の
霊
宮
を
松
栄

山
に
近
正
大
明
神
と
し
て
ま
つ
っ
た
。
こ
れ
が
松
栄
神
社
の
起
源
だ
。
松

栄
山
の
「
松
栄
」
も
大
給
（
松
平
）
家
の
栄
を
祝
っ
て
つ
け
た
も
の
ら
し

い
。
こ
の
よ
う
に
、
府
内
藩
と
は
ゆ
か
り
の
深
い
山
で
あ
り
、
藩
主
が
愛

す
る
に
足
る
展
望
を
持
っ
て
い
る
山
で
あ
る
。

　
広
瀬
淡
窓
が
府
内
に
遊
ん
だ
さ
い
、
重
陽
の
節
句
に
萩
原
の
長
久
寺
の

お
し
ょ
う
や
庄
屋
な
ど
と
松
栄
山
に
登
っ
て
い
っ
ぱ
い
や
り
な
が
ら
、
そ

の
展
望
を
た
た
え
「
隣
境
相
連
海
一
方
、
登
高
極
目
鬱
蒼
々
、
湾
々
沙
帯

千
村
尾
…
」
と
い
う
即
興
詩
を
も
の
し
て
い
る
。

　
大
給
家
の
霊
宮
は
明
治
二
年
に
松
栄
神
社
と
名
付
け
て
大
分
町
の
堀
川

に
移
し
た
（
同
三
十
三
年
に
荷
揚
町
の
現
在
地
に
遷
座
し
た
）
が
、
景
勝

の
地
で
あ
り
、
浄
域
で
あ
る
松
栄
山
を
、
時
の
人
は
打
ち
捨
て
て
お
か
な

か
っ
た
。
明
治
八
年
に
山
上
に
招
魂
杜
を
建
立
し
、
国
に
殉
じ
た
郷
土
の

人
を
ま
つ
っ
た
。
こ
れ
が
護
国
神
社
の
起
源
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
お
さ
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
七
年
の
佐
賀
の
乱
で
戦
死
し
た

杵
築
の
大
山
昌
な
ど
十
四
人
、
同
年
の
台
湾
事
件
で
戦
死
し
た
竹
田
の
井

上
甕
三
な
ど
三
人
、
そ
れ
に
維
新
の
動
乱
の
さ
い
蛤
御
門
の
戦
い
で
戦
死
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し
た
南
大
分
荏
隈
の
若
杉
直
綱
な
ど
。
こ
の
人
た
ち
が
大
分
県
護
国
神
社

に
最
初
に
お
さ
ま
っ
た
神
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
明
治
十
年
に
な
る
と
、
西
南
の
役
の
戦
死
者
や
、
前
年
の
熊
本
神
風
連

の
乱
で
殉
職
し
た
人
た
ち
二
百
九
十
七
柱
が
ど
っ
と
お
さ
め
ら
れ
、
招
魂

杜
の
祭
神
も
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
。
同
時
に
こ
の
社
に
た
い
す
る
一
般
の

関
心
も
高
ま
っ
て
き
た
。

　
こ
の
西
南
の
役
の
と
き
は
、
た
い
へ
ん
だ
っ
た
ら
し
い
。
竹
田
に
攻
め

入
っ
た
薩
軍
が
、
大
分
県
庁
を
攻
め
落
と
そ
う
と
稙
田
の
宗
方
付
近
に
進

撃
し
、
鶴
崎
ま
で
襲
っ
た
。
さ
ら
に
薩
軍
に
呼
応
し
た
中
津
の
増
田
宋
太

郎
の
率
い
る
中
津
隊
が
、
西
大
分
に
侵
入
し
て
仙
石
橋
近
く
ま
で
攻
め
て

き
た
。
だ
か
ら
大
分
町
の
近
郊
で
は
戦
闘
が
く
り
か
え
さ
れ
、
戦
死
者
や

負
傷
者
が
続
出
の
あ
り
さ
ま
。
大
分
付
近
の
民
家
の
男
子
は
死
者
や
負
傷

者
の
運
搬
に
か
り
出
さ
れ
た
。
タ
ン
カ
の
か
わ
り
に
長
持
ち
を
か
つ
ぎ
出

し
、
あ
る
い
は
戸
板
に
乗
せ
て
死
傷
者
を
運
ん
だ
そ
う
で
、
戦
死
者
を
埋

め
る
松
栄
山
に
は
、
連
日
そ
の
運
搬
が
列
を
な
し
血
な
ま
ぐ
さ
さ
が
た
だ

よ
っ
た
。

　
古
老
の
話
で
は
、
戦
死
者
を
一
人
埋
葬
す
れ
ば
五
十
銭
給
さ
れ
る
の

で
、
ま
だ
息
の
あ
る
も
の
ま
で
、
ど
ん
ど
ん
運
び
こ
ん
だ
と
い
う
う
わ
さ

が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　
　
　
　

　
松
栄
山
の
春
の
招
魂
祭
は
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。明
治
時
代
の
招
魂
祭
は
、

旧
の
三
月
十
五
日
か
ら
三
日
間
。
畑
に
は
麦
の
穂
が
頭
を
出
し
、
松
栄
山

上
の
サ
ク
ラ
の
古
木
は
花
の
盛
り
を
す
ぎ
て
い
る
こ
ろ
だ
っ
た
。

春
の
招
魂
祭
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祭
り
の
日
は
、
山
頂
に
高
い
サ
オ
を
立
て
、
こ
れ
に
綱
を
引
っ
ぱ
っ
て

た
く
さ
ん
の
チ
ョ
ウ
チ
ン
を
下
げ
て
飾
り
、
夜
は
こ
れ
に
灯
を
入
れ
た
。

萩
原
か
ら
見
る
と
、
そ
の
山
形
に
並
ん
だ
チ
ョ
ウ
チ
ン
が
ま
る
で
中
空
に

浮
い
て
い
る
よ
う
な
美
し
い
な
が
め
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
祭
り
の
三
日
間
は
、
人
寄
せ
に
と
き
ど
き
山
上
か
ら
昼
花
火
を

打
ち
上
げ
た
。
花
火
か
ら
は
、
紙
落
下
さ
ん
（
傘
）
に
ぶ
ら
下
げ
た
人
形

が
は
じ
き
出
さ
れ
た
。
人
形
は
エ
ビ
ス
、
大
黒
、
ダ
ル
マ
な
ど
で
、
風
に

乗
っ
て
津
留
あ
た
り
ま
で
、
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
飛
ん
で
き
た
。

　
空
か
ら
降
っ
て
く
る
、
こ
の
お
ど
け
た
獲
物
を
、
こ
ど
も
た
ち
が
見
の

が
す
は
ず
は
な
い
。
麦
畑
の
く
ろ
を
、
息
せ
き
き
っ
て
追
っ
て
い
っ
た
。

す
ば
し
こ
い
子
は
竹
ザ
オ
を
小
わ
き
に
駆
け
だ
し
た
。地
上
近
く
な
る
と
、

ワ
ツ
と
む
ら
が
り
寄
る
の
で
、
麦
畑
は
、
こ
ど
も
た
ち
の
足
に
踏
み
荒
ら

松
栄
山
遠
望

さ
れ
る
始
末
。

　
松
栄
山
の
谷
間
に
は
射
的
場
が
あ
っ

て
、
祭
り
の
余
興
に
射
撃
大
会
が
催
さ

れ
、
境
内
で
は
剣
道
大
会
、
相
撲
大
会

な
ど
も
行
な
わ
れ
た
。
招
魂
祭
に
ふ
さ

わ
し
い
勇
壮
な
余
興
ば
か
り
だ
。

　
こ
の
楽
し
い
行
事
も
、
明
治
の
末
、

大
分
に
連
隊
が
き
て
か
ら
は
、
連
隊
内

で
行
な
う
招
魂
祭
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。
い
ら
い
松
栄
山
の
招
魂
社
は
型
ば

か
り
の
祭
事
を
行
な
う
だ
け
で
忘
れ
ら

れ
て
い
た
が
、昔
の
夢
を
も
う
一
度
と
、

昭
和
九
年
に
萩
原
商
工
会
や
、
松
栄
山
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開
発
の
た
め
に
牧
に
組
織
さ
れ
た
「
牧
八
日
会
」
な
ど
が
田
口
易
之
県
知

事
を
動
か
し
県
主
催
の
招
魂
祭
と
し
て
松
栄
山
に
復
活
し
た
。
し
か
し
明

治
時
代
の
、
あ
の
楽
し
い
招
魂
祭
に
比
べ
る
と
色
あ
せ
た
感
じ
だ
っ
た
。

招
魂
杜
が
護
国
神
社
と
な
っ
た
の
は
昭
和
十
四
年
。
と
こ
ろ
が
戦
後
そ
の

名
を
遠
慮
し
て
し
ば
ら
く
豊
霊
宮
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
参
道
の
横
に
あ
る
池
は
昔
、
牧
付
近
の
田
に
水
を
送
る
タ
メ
池
と
し
て

作
ら
れ
た
も
の
だ
。
し
か
し
明
治
水
路
が
で
き
て
か
ら
は
、
松
栄
山
中
を

飾
る
点
景
だ
け
の
存
在
と
な
っ
た
。
大
正
の
初
め
ご
ろ
牧
の
青
年
会
が
こ

れ
を
生
か
そ
う
と
い
う
の
で
、
コ
イ
の
養
魚
池
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が

長
続
き
し
な
か
っ
た
。

　
先
日
こ
の
池
畔
を
歩
い
て
み
た
。
池
の
水
は
赤
く
濁
っ
て
、
池
の
ま
わ

り
の
深
い
緑
の
影
も
、
た
め
に
よ
ご
れ
て
み
え
る
ほ
ど
。
魚
な
ど
住
ん
で

い
な
い
だ
ろ
う
。
池
を
め
ぐ
る
散
歩
道
も
、
丈
な
す
雑
草
に
お
お
わ
れ
踏

み
迷
う
ば
か
り
で
あ
る
。
観
光
地
と
し
て
生
か
す
な
ら
、
ま
ず
こ
の
あ
た

り
の
手
入
れ
が
先
だ
。

　
参
道
の
石
段
に
か
か
る
す
ぐ
左
下
の
池
に
面
し
て
、
古
び
た
墓
碑
が
落

ち
葉
と
雑
草
に
埋
も
れ
て
い
た
。草
を
踏
み
分
け
て
近
寄
っ
て
み
る
と「
森

下
治
子
之
奥
都
城
」
と
記
し
て
あ
っ
た
。
大
分
県
の
初
代
知
事
（
権
令
）

森
下
景
端
の
長
女
治
子
さ
ん
の
墓
だ
。
治
子
さ
ん
が
仮
の
知
事
公
舎
に
あ

て
ら
れ
て
い
た
堀
川
の
酢
屋
幸
松
邸
で
十
八
歳
の
花
を
閉
じ
た
の
は
明
治

六
年
。
そ
の
盛
大
な
葬
儀
が
県
民
を
驚
か
せ
た
こ
と
は「
堀
川
か
い
わ
い
」

の
項
で
ふ
れ
た
。

　
荒
れ
果
て
た
墓
の
周
囲
に
は
、
八
十
七
年
の
失
わ
れ
た
歳
月
が
青
く
暗

く
よ
ど
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
何
か
を
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
で
、
息
苦
し

く
、
悲
し
い
。
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と
こ
ろ
で
旧
県
庁
（
府
内
城
跡
）
の
堀
ば
た
の
松
並
み
木
は
、
藩
政
時

代
に
植
え
ら
れ
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
ら
、
森
下
権
令
が
就
任
記
念
と
し

て
、
明
治
九
年
に
植
え
た
も
の
だ
っ
た
。
当
時
県
庁
の
職
員
だ
っ
た
萩
原

の
岡
甚
七
さ
ん
の
残
し
た
記
録
で
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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　オオイタデジタルブックは、大分合同新聞社と学校法

人別府大学が、大分の文化振興の一助となることを願っ

て立ち上げたインターネット活用プロジェクト「NAN-

NAN（なんなん）」の一環です。

　NAN-NAN では、大分の文化と歴史を伝承していくう

えで重要な、さまざまな文書や資料をデジタル化して公

開します。そして、読者からの指摘・追加情報を受けな

がら逐次、改訂して充実発展を図っていきたいと願って

います。情報があれば、ぜひ NAN-NAN 事務局にお寄せ

ください。

　NAN-NAN では、この「大分今昔」以外にもデジタルブッ

ク等をホームページで公開しています。インターネット

に接続のうえ下のボタンをクリックすると、ホームペー

ジが立ち上がります。まずは、クリック！！！

著
者
略
歴
◇ 

渡
辺 

克
己

　
大
分
県
大
分
市
佐
賀
関
町
木
佐
上
出

身
。
大
正
二
年
生
ま
れ
。
朝
鮮
京
城
で

新
聞
記
者
。
終
戦
で
引
き
揚
げ
、
大
分

合
同
新
聞
記
者
。
こ
ど
も
新
聞
、
学
芸

部
等
の
部
長
を
経
て
調
査
部
長
を
最
後

に
昭
和
四
十
三
年
定
年
退
職
。
昭
和

二
十
七
年
か
ら
同
四
十
三
年
ま
で
大
分

市
教
育
委
員
、
昭
和
四
十
三
年
か
ら
同

四
十
八
年
ま
で
民
生
児
童
委
員
。

　
郷
土
史
を
研
究
し
「
大
分
今
昔
」「
豊

後
の
ま
が
い
物
散
歩
」「
国
東
古
寺
巡

礼
」「
忠
直
卿
狂
乱
始
末
」「
真
説
・
山

弥
長
者
」「
豊
後
の
武
将
と
合
戦
」「
ふ

る
さ
と
の
野
の
仏
た
ち
」
等
の
著
書
。
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