
近代日本の戦争・軍隊と名物おみやげの形成

旅
行
の
際
に
各
地
の
名
物
を
お
み
や
げ
と
し
て
家
族
や
知
人
に
配
る
と
い
う

風
習
は
、
日
本
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
文
化
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
日

（

１

１

）

本
の
お
み
や
げ
文
化
は
、
国
際
的
に
み
る
と
極
め
て
特
異
で
あ
る
。

こ
の
分
野
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
き
た
と
は
言
え
な
い
が
、
そ

の
中
で
神
崎
宣
武
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
取
り
組
み
、
「
神
人
供
食
」
と
い
っ

た
お
み
や
げ
の
起
源
や
そ
の
近
世
に
お
け
る
展
開
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い

（
２
）る
。
神
崎
は
こ
の
中
で
近
世
に
お
け
る
名
物
と
近
代
の
お
み
や
げ
と
の
間
に
は

落
差
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
近
代
に
お
け
る
お
み
や
げ
の
展
開
を

具
体
的
に
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

近
代
の
お
み
や
げ
の
展
開
を
具
体
的
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
加
原
奈

穂
子
に
よ
る
き
び
だ
ん
ご
を
対
象
と
し
た
も
の
が
、
数
少
な
い
業
績
で
あ
る
。

加
原
は
、
日
清
戦
争
な
ど
を
通
じ
て
き
び
だ
ん
ご
が
桃
太
郎
伝
説
と
結
び
つ
い

て
い
く
過
程
を
分
析
し
、
名
物
の
形
成
に
あ
た
っ
て
の
「
物
語
」
の
重
要
性
を

（

３

）

指
摘
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
文
化
的
要
素
な
く
し
て
名
物
や
お
み
や

げ
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
実
に
は
「
商
品
」
で
も
あ
る
以
上
、
産
業

と
し
て
の
要
素
も
あ
っ
て
は
じ
め
て
お
み
や
げ
と
い
う
風
習
が
成
立
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
た
中
で
筆
者
は
、
近
代
日
本
の
お
み
や
げ
に
つ
い
て
検
討
し
、
博
覧

は
じ
め
に

〈
論
文
〉

近
代
日
本
の
戦
争
・
軍
隊
と
名
物
お
み
や
げ
の
形
成

鈴

木

勇

一

郎

会
や
鉄
道
な
ど
近
世
と
は
異
な
っ
た
近
代
的
な
装
置
と
お
み
や
げ
と
の
関
連
性

（

４

）

を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
鉄
道
と
の
関
係
を
強
調
し
た
が
、

近
代
の
お
み
や
げ
の
展
開
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
だ
け
に
限
ら

●
な
い
Ｏ

軍
隊
お
よ
び
戦
争
は
、
近
代
国
家
が
体
験
し
て
き
た
装
置
や
状
況
の
中
で
も

最
も
国
民
に
影
響
を
与
え
て
来
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

国
民
経
験
と
し
て
の
戦
争
や
軍
隊
を
め
ぐ
っ
て
は
近
年
研
究
が
盛
ん
に
進
め

ら
れ
て
き
た
が
、
大
き
く
見
る
と
、
直
接
的
な
戦
場
経
験
自
体
を
問
題
と
す
る

う

ひ

）

も
の
の
ほ
か
、
徴
兵
制
を
軸
と
す
る
軍
隊
教
育
、
地
域
社
会
と
の
関
係
を
重
視

（

６

）

し
た
も
の
な
ど
に
、
そ
の
研
究
動
向
は
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
中
で
も
、
日
清
戦
争
は
近
代
日
本
が
初
め
て
体
験
し
た
本
格
的
な
対
外

戦
争
で
あ
り
、
そ
の
過
程
を
経
て
国
民
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
極
め
て

特
異
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
争
や
軍
隊
を
通
じ
て
の

体
験
は
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
う
し
た
直
接
的
な
軍
事
的
、
政
治
的
影
響
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
き
び
だ
ん
ご
を
分
析
し
た
加
原
も
名
物
の
形
成
に
ま
つ

わ
る
物
語
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
、
日
清
戦
争
の
画
期
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

近
代
国
家
の
装
置
と
し
て
の
戦
争
お
よ
び
軍
隊
の
継
続
的
な
広
範
な
影
響
を
慎

重
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
前
近
代
か
ら
近
代
を
貫
く
問
題
で
あ
る
こ
と
や
、
冒
頭
で
指
摘
し
た

よ
う
な
外
国
と
比
べ
て
特
異
で
あ
る
と
い
っ
た
特
徴
は
、
逆
に
い
え
ば
時
代
の

深
さ
と
地
域
の
広
が
り
の
中
で
日
本
近
代
の
特
質
を
把
握
で
き
る
テ
ー
マ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
前
近
代
か
ら
続
く
文
化
で
あ
る

お
み
や
げ
と
商
品
で
あ
る
名
物
が
、
日
清
戦
争
以
降
経
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た

対
外
戦
争
や
そ
れ
を
支
え
る
軍
隊
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
変
容
し
、
あ
る
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将
兵
の
動
員
と
名
物
の
伝
播

日
清
戦
争
は
、
日
本
が
迎
え
た
初
め
て
の
本
格
的
な
対
外
戦
争
で
あ
り
、
そ

の
経
験
を
通
じ
て
国
民
が
形
成
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。

戦
争
に
際
し
て
は
数
多
く
の
将
兵
が
動
員
さ
れ
、
戦
地
へ
と
送
ら
れ
て
い
っ

た
。
内
地
か
ら
戦
地
へ
は
、
全
国
至
る
と
こ
ろ
か
ら
輸
送
船
に
乗
せ
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
広
島
へ
集
め
ら
れ
、
宇
品
港
か
ら
出
征
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

神
戸
か
ら
西
へ
と
建
設
さ
れ
て
い
た
山
陽
鉄
道
は
、
日
清
戦
争
開
戦
直
前
に

は
、
広
島
ま
で
開
業
し
、
官
設
東
海
道
線
と
接
続
す
る
こ
と
で
、
広
く
東
日
本

か
ら
も
鉄
道
で
広
島
へ
兵
員
を
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

山
陽
鉄
道
で
は
、
広
島
か
ら
出
港
地
と
な
る
宇
品
ま
で
支
線
を
突
貫
工
事
で
建

設
し
、
軍
事
輸
送
を
開
始
し
た
。

当
時
の
日
本
の
鉄
道
は
、
そ
の
多
く
は
単
線
で
は
あ
っ
た
が
、
す
で
に
本
州

最
北
端
の
青
森
か
ら
東
京
・
大
阪
を
経
て
広
島
に
至
る
縦
貫
線
が
完
成
し
て
い

た
。
こ
の
時
点
で
金
沢
と
新
発
田
を
除
く
本
州
の
全
て
の
衛
戊
地
か
ら
広
島
ま

（

〒

ｆ

）

で
、
鉄
道
で
兵
員
を
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
清
戦
争
が
始
ま
る
と
、
多
い
時
で
一
日
当
た
り
一
○
本
の
軍
用
列
車
を
運

転
し
て
将
兵
や
物
資
を
輸
送
す
る
よ
う
に
な
り
、
戦
争
の
全
期
間
を
通
じ
て
鉄

（

８

）

道
で
輸
送
さ
れ
た
人
員
は
三
九
万
人
に
の
ぼ
っ
た
。
原
田
敬
一
は
戦
争
に
あ
た

り
動
員
さ
れ
た
全
兵
力
は
、
軍
人
と
軍
夫
を
合
わ
せ
て
三
九
万
五
○
○
○
人
に

の
ぼ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
漉
、
少
な
く
と
も
日
本
人
が
そ
れ
ま
で
経
験
し
た

い
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。

｜
、
国
民
体
験
と
し
て
の
戦
争
と
名
物
の
伝
播

こ
と
の
な
い
規
模
の
移
動
が
一
挙
に
日
本
列
島
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。

こ
う
し
た
日
清
戦
争
に
伴
っ
て
生
じ
た
人
々
の
移
動
が
作
り
出
し
て
い
っ
た

お
み
や
げ
の
ひ
と
つ
に
岡
山
の
吉
備
団
子
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
圧
倒
的
な
知
名
度
を
示
す
な

ど
、
現
在
吉
備
団
子
は
同
県
を
代
表
す
る
お
み
や
げ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

（
川
）い
。
今
日
、
吉
備
団
子
は
桃
太
郎
伝
説
の
イ
メ
ー
ジ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ

い
て
い
る
．
鬼
退
治
へ
と
向
う
桃
太
郎
が
錐
や
猿
に
「
黍
団
子
」
を
与
え
て
家

来
に
し
た
、
と
い
う
昔
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
吉
備
団
子
と
は
音

が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
、
実
は
意
外
な
こ
と
に
両
者
に
直
接
の
関
係
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
現
在
店
頭
で
売
ら
れ
て
い
る
吉
備
団
子
の
中
に
は
黍
を
入
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
が
、
別
に
吉
備
団
子
に
と
っ
て
黍
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
に
続
く
吉
備
団
子
の
出
現
は
そ
う
古
い
も
の
で

は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
幕
末
ま
で
し
か
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
だ
。

そ
の
創
始
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
説
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
有
力
な
も
の
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
、
備
前
国
岡
山
の
武
田
伴
侶
、
高
砂
町
信
楽
屋
、
笹
々

野
良
栄
と
い
う
三
人
の
人
物
が
相
談
し
、
茶
菓
子
と
し
て
「
赤
色
の
掻
餅
や
う

な
る
四
角
形
の
菓
子
」
を
つ
く
り
、
「
吉
備
だ
ん
粉
」
と
名
づ
け
た
の
が
そ
の
後

（

Ⅲ

）

の
吉
備
団
子
の
原
型
と
な
っ
た
。
こ
の
時
に
は
あ
く
ま
で
「
道
楽
半
分
の
な
ぐ

さ
み
」
で
あ
り
、
商
品
と
し
て
販
売
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
武

田
伴
侶
の
親
戚
で
あ
る
武
田
浅
二
郎
が
形
状
を
丸
型
に
す
る
な
ど
こ
れ
を
改
良

（

岨

）

し
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
に
商
品
化
し
た
と
い
う
。

売
り
出
し
始
め
た
こ
ろ
の
吉
備
団
子
は
、
す
ぐ
固
く
な
り
保
存
に
は
向
か
な

か
っ
た
が
、
山
陽
鉄
道
開
通
後
、
岡
山
駅
構
内
で
販
売
さ
れ
る
際
に
求
肥
が
用
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（

旧

）

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
○
年
代
に
こ
の
吉
備
団
子
を
紹
介
し
た
文

（

Ⅲ

）

章
で
「
内
容
は
ハ
イ
カ
ラ
な
求
肥
餅
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ

と
は
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
た
事
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
四
時
能
く
貯
蔵
に

（

胴

）

堪
ゆ
る
」
こ
と
が
特
色
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
保
存
性
の
向

上
が
メ
ジ
ャ
ー
な
お
み
や
げ
た
り
得
る
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

フ
（
》
Ｏ

静
岡
の
安
倍
川
餅
も
東
海
道
の
茶
屋
の
名
物
か
ら
、
静
岡
駅
で
お
み
や
げ
と

し
て
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
で
求
肥
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
樋
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
お
み
や
げ
化
に
当
た
っ
て
、
内
容
の
換
骨
奪
胎
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
吉
備
団
子
は
、
そ
の
場
で
食
べ
る
こ
と
が
前

提
の
茶
菓
子
か
ら
、
お
み
や
げ
と
さ
れ
る
名
物
へ
と
転
形
し
て
い
っ
た
。

日
清
戦
争
終
結
後
、
戦
地
か
ら
帰
還
し
て
き
た
将
兵
は
宇
品
に
上
陸
し
、
そ

の
多
く
が
山
陽
鉄
道
を
利
用
し
て
復
員
し
て
い
っ
た
。
そ
の
途
中
、
岡
山
駅
で

売
ら
れ
て
い
る
吉
備
団
子
を
郷
里
へ
の
お
み
や
げ
と
し
て
買
い
求
め
た
こ
と

（

Ⅳ

）

が
、
全
国
的
な
知
名
度
を
獲
得
す
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

戦
地
へ
と
赴
く
兵
士
た
ち
が
出
征
す
る
際
に
は
、
郷
土
の
親
戚
、
知
人
、
友

（

肥

）

人
た
ち
の
盛
大
な
送
別
を
う
け
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
出
征

兵
士
は
賤
別
を
受
け
て
い
た
の
で
、
運
よ
く
無
事
に
凱
旋
し
た
場
合
に
は
、
当

然
お
み
や
げ
を
配
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
広
栄
堂
の
主
人
で
あ
る

武
田
は
、
岡
山
で
帰
還
将
兵
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
自
ら
広
島
へ
赴
い
て
桃
太

郎
の
扮
装
を
し
て
彼
ら
を
出
迎
え
、
吉
備
団
子
購
入
の
予
約
を
取
る
な
ど
、
積

極
的
な
拡
販
策
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
武
田
は
帰
還
し
て
き
た
兵
士
た
ち
を
鬼

（

吟

）

退
治
に
赴
い
た
桃
太
郎
に
な
ぞ
ら
え
、
吉
備
団
子
を
宣
伝
し
た
と
い
う
。
そ
こ

で
は
清
国
と
い
う
外
国
と
鬼
退
治
の
桃
太
郎
伝
説
と
い
う
、
共
に
外
敵
を
退
治

（

恥

）

す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
交
錯
し
て
い
た
。

吉
備
団
子
は
、
彼
ら
の
多
く
が
通
過
す
る
岡
山
駅
と
い
う
地
の
利
に
加
え

て
、
鬼
を
征
伐
し
た
桃
太
郎
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
戦
略
が
複
合
す
る
こ
と
で
、
急

成
長
し
た
名
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
二
○
世
紀
初
頭
に
は
吉
備
団
子
の
製
造

（

肌

）

業
者
は
一
○
軒
以
上
と
な
り
、
駅
構
内
だ
け
で
一
日
平
均
六
○
○
個
を
販
売
す

（

塊

）

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
次
第
に
「
山
陽
線
中
で
は
一
番
よ
く
売
れ
る

（

鋤

）

名
物
」
と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
桃
太
郎
の

黍
団
子
の
イ
メ
ー
ジ
と
リ
ン
ク
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
伝
統
的
な
名
物
の
イ
メ

ー
ジ
が
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
桃
太
郎
と
い
え
ば
岡
山
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る

が
、
岡
山
が
桃
太
郎
伝
説
地
で
あ
る
と
い
う
説
の
登
場
は
意
外
に
遅
く
、
昭
和

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
時
体
制
期
に
は
戦
意
高
揚
、
戦
後
は
国
体
開
催
の

（

別

）

シ
ン
ボ
ル
な
ど
と
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
桃
太
郎
伝
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
吉
備
団
子
が
、
明
治
時
代
に
岡
山
の
名

物
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
後
岡
山
が
桃
太
郎
伝
説
の
地
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
上
で
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
昭
和
初
期
に
は
「
桃
太
郎
を
岡
山
県
人
と
し
て
鬼
ヶ
島

を
瀬
戸
内
海
の
一
島
に
充
て
て
伝
説
を
生
か
し
て
み
た
ら
、
な
ほ
一
層
吉
備
団

（

錫

）

子
に
宣
伝
効
果
の
実
が
挙
が
る
」
な
ど
と
、
す
で
に
吉
備
団
子
を
通
じ
て
岡
山

桃
太
郎
伝
説
の
形
成
を
助
長
す
る
よ
う
な
言
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

戦
地
へ
の
「
出
入
口
」
と
し
て
の
広
島
と
宮
島
名
物

前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
山
陽
鉄
道
が
広
島
ま
で
開
通
し
大
本
営
が
置
か

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
将
兵
の
多
く
は
広
島
宇
品
港
か
ら
大
陸
な
ど
へ
出
征
し

て
い
っ
た
。
広
島
は
戦
地
へ
の
出
入
り
口
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
広
島
に
は
北
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（

罰

）

海
道
と
九
州
な
ど
を
除
く
本
州
全
域
か
ら
将
兵
が
動
員
さ
れ
た
の
で
、
広
島
と

そ
の
周
辺
に
は
数
多
く
の
将
兵
が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
集
ま
っ

た
将
兵
た
ち
に
よ
っ
て
一
挙
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
名
物
の
ひ

と
つ
に
宮
島
の
杓
子
が
あ
る
。

宮
島
は
厳
島
神
社
が
存
在
し
日
本
三
景
の
一
つ
と
し
て
古
く
か
ら
多
く
の
参

詣
者
を
集
め
て
き
た
。
宮
島
で
は
「
杓
子
」
、
「
轆
轤
挽
物
」
、
「
厳
島
彫
刻
」
と

い
っ
た
「
宮
島
細
工
」
が
名
産
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
近
世
の
宮

島
で
は
富
籔
興
行
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
島
民
の
大
き
な
収
入
源
と
な
っ
て
い

た
た
め
、
従
来
は
あ
ま
り
み
や
げ
物
開
発
や
生
産
に
は
決
し
て
熱
心
で
は
な

（

〃

）

く
、
基
本
的
に
は
「
た
だ
遊
び
な
が
ら
悠
々
と
し
て
日
月
を
わ
た
る
」
よ
う
な

状
況
が
続
い
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
明
治
維
新
後
に
こ
の
特
権
が
廃
止
さ

れ
る
と
、
彼
ら
の
姿
勢
も
次
第
に
改
ま
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
二

○
世
紀
に
入
る
と
「
概
ね
旅
客
の
祠
を
春
し
、
船
舶
の
碇
泊
す
る
も
の
に
ま
ち

（

鍋

）

て
生
計
の
資
を
得
」
る
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

宮
島
で
は
千
畳
閣
を
建
設
し
た
際
、
作
業
員
の
間
食
と
し
て
考
案
さ
れ
た
と

い
う
由
緒
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
太
閤
餅
が
、
近
世
以
来
の
「
名
物
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
明
治
以
降
も
基
本
的
に
は
茶
屋
で
食
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
が
お
み
や
げ
と
な
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

宮
島
の
お
み
や
げ
と
し
て
近
世
以
来
一
般
的
だ
っ
た
の
は
、
五
色
箸
、
妻
楊

枝
と
い
っ
た
か
さ
ば
ら
な
い
非
食
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
名
物
は
天
正
年
間
か
ら

行
わ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
厳
島
神
社
へ
の
白
色
楊
枝
奉
納
の
風
習
に
あ
や
か
つ

（

鋤

）

て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
近
世
後
期
に
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
の
が
杓
子
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
宮
島
細
工
の
生
産
で
あ
っ
た
。
伊
予
か
ら
宮
島
に
渡
り
出
家
し
た
誓
真
と
い

う
人
物
は
、
土
産
物
と
す
る
た
め
に
杓
子
を
製
造
し
、
次
第
に
島
民
も
こ
れ
を

（

柵

）

模
倣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
杓
子
、
挽
物
、
ろ
く
ろ
細
工
や
木
匙
な
ど

（

馴

）

宮
島
で
生
産
さ
れ
る
木
工
品
を
総
称
し
て
宮
島
細
工
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
名

産
品
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年

に
は
、
轆
轤
細
工
一
六
、
飯
杓
子
工
人
三
○
、
匙
杓
子
工
人
一
三
な
ど
合
計
約

八
○
人
も
の
職
人
を
数
え
、
こ
れ
を
販
売
す
る
物
産
商
店
も
二
○
戸
に
達
す
る

（

蛇

）

な
ど
、
次
第
に
生
産
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
状
況
に
拍
車
を
か
け
、
一
挙
に
生
産
を
拡
大
し
た
の

が
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
勃
発
し
た
日
清
戦
争
だ
っ
た
。
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
宇
品
港
を
控
え
る
広
島
は
全
国
か
ら
数
多
く
の
将
兵
た
ち
が
集
ま

っ
て
き
て
い
た
。

将
兵
の
出
発
点
か
通
過
点
で
あ
っ
た
多
く
の
地
域
と
は
異
な
り
、
広
島
は
集

合
点
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
す
る
態
度
も
他
の
地
域
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
多
く

の
将
兵
が
集
ま
っ
た
広
島
で
は
、
平
穏
な
生
活
を
脅
か
す
や
っ
か
い
者
と
見
ら

（

銘

）

れ
る
一
方
、
貴
重
な
収
入
源
を
も
た
ら
す
金
づ
る
と
も
見
ら
れ
て
い
た
。

戦
地
へ
の
出
発
に
あ
た
り
出
征
将
兵
ら
は
、
宮
島
を
訪
れ
厳
島
神
社
に
参
拝

（

制

）

す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
日
清
戦
争
中
の
厳
島
神
社
で
も
、
法
外
の
高

（

調

）

値
で
物
品
を
販
売
す
る
商
人
た
ち
が
出
現
し
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
出
征
兵
士
を
は
じ
め
と
す
る

数
多
く
の
人
々
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
際
産

物
店
で
杓
子
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
『
杓
子
は
敵
を
メ
シ
ト
ル
（
飯
取
る
）

な
り
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
か
ら
争
っ
て
買
い
求
め
、
彼
ら
が
打
ち
付
け
て
い

っ
た
杓
子
で
厳
島
神
社
の
廻
廊
は
溢
れ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
と
い
う
。

日
清
戦
争
の
一
○
年
後
に
勃
発
し
た
日
露
戦
争
で
も
、
全
国
か
ら
動
員
さ
れ

て
き
た
大
量
の
将
兵
が
宇
品
か
ら
出
征
、
復
員
す
る
と
い
う
構
造
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
際
も
兵
士
た
ち
は
再
び
神
社
に
杓
子
を
奉
納
し
て
戦
地
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近代日本の戦争・軍隊と名物おみやげの形成

こ
の
本
は
日
露
開
戦
を
前
提
と
し
て
「
自
ら
奇
策
を
案
出
し
筍
も
新
事
業
を

（

州

）

発
見
し
以
て
実
業
界
の
覇
王
た
り
、
世
界
の
金
傑
た
ら
ん
こ
と
」
、
つ
ま
り
戦

争
に
便
乗
し
た
金
も
う
け
を
露
骨
に
推
奨
し
た
ハ
ウ
ツ
ー
本
で
あ
る
。

（

鮒

）

へ
と
旅
立
っ
て
い
っ
た
。

戦
争
が
終
結
し
宇
品
へ
復
員
し
た
将
兵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
の
所
在
地
ま

で
輸
送
す
る
列
車
に
乗
る
ま
で
数
日
待
機
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の

（

期

）

間
厳
島
神
社
に
お
礼
参
り
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

に
は
一
○
年
前
と
は
異
な
り
、
千
畳
敷
に
杓
子
を
奉
納
し
た
樋
、
そ
の
際
、
再

び
こ
れ
ら
を
買
い
求
め
て
故
郷
へ
の
お
み
や
げ
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
杓
子
以
外
で
は
竹
細
工
な
ど
も
競
っ
て
故
郷
へ
の
お
み
や
げ
と

（

川

）

し
て
買
い
求
め
て
い
っ
た
と
い
う
。

宮
島
の
ロ
ク
ロ
師
は
日
露
戦
争
を
迎
え
た
一
九
○
四
（
明
治
三
七
）
年
に
は

（

仙

）

一
○
○
人
を
突
破
し
、
大
正
は
じ
め
に
は
二
五
○
人
前
後
に
達
す
る
な
ど
、
宮

島
細
工
の
生
産
規
模
は
急
激
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
一
九
二
○
年
代
に
は
、
杓

子
、
竹
細
工
、
貝
細
工
な
ど
を
土
産
物
と
し
て
販
売
す
る
店
舗
が
軒
を
連
ね
る

（

岨

）

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
い
っ
た
戦
争
を
契
機
と
し
て
お
み
や
げ
販
売
が
拡
大
を
遂
げ
て
い
く
と

い
う
構
造
は
、
宮
島
み
や
げ
の
よ
う
な
成
り
行
き
に
任
せ
た
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
各
地
で
意
図
的
に
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

一
九
○
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
に
「
戦
時
成
功
事
業
」
と
い
う
書
物
が
刊
行

（

側

）

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
月
に
勃
発
し
た
日
露
戦
争
を
ま
ぢ
か
に
控
え
た
時
期
に
執

筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
一
○
年
前
に
勃
発
し
た
日
清
戦

争
で
全
国
か
ら
数
多
く
の
兵
士
が
動
員
さ
れ
、
戦
地
へ
と
出
征
し
て
い
た
が
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
商
売
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

歩
信

こ
こ
で
は
大
陸
の
地
図
販
売
や
会
話
集
の
販
売
に
始
ま
り
、
「
早
取
写
真
」

や
「
瞬
間
名
刺
」
の
印
刷
、
花
札
の
販
売
、
玉
突
場
、
お
で
ん
や
、
焼
芋
屋
の

経
営
に
至
る
ま
で
、
軍
隊
の
大
量
動
員
に
と
も
な
っ
て
そ
の
周
辺
で
生
じ
る
さ

ま
ざ
ま
な
事
業
の
ネ
タ
を
列
挙
し
て
具
体
的
に
解
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の

一
つ
と
し
て
「
土
産
物
陳
列
場
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
戦
地
へ
赴
く
将
兵
や
そ
の
見
送
り
人
を
対
象
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

物
品
を
お
み
や
げ
と
し
て
売
り
さ
ば
こ
う
と
い
う
算
段
で
あ
っ
た
。
戦
地
へ
動

員
さ
れ
る
兵
士
や
見
送
り
人
の
中
に
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
初
め
て
遠
く
へ
旅
す

る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
「
田
舎
の

（

幅

）

人
の
目
を
歓
ば
せ
る
」
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主

に
こ
れ
か
ら
出
征
す
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
が
、
戦
没
す
る
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
彼
ら
は
基
本
的
に
は
復
員
し
て
き
た
の
で
、
帰
郷
す
る
際
に
も
故
郷
へ
の

お
み
や
げ
を
販
売
す
る
商
売
が
大
い
に
繁
盛
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

少
な
く
と
も
こ
う
し
た
戦
時
に
お
け
る
お
み
や
げ
販
売
が
大
き
な
マ
ー
ケ
ッ
ト

と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
実
際
日
露
戦
争
終
結
後
の
広
島

市
内
で
は
、
宮
島
細
工
を
は
じ
め
と
す
る
お
み
や
げ
を
販
売
す
る
商
店
が
活
況

（

冊

）

を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
推
移
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
代
の
眼
か

ら
見
れ
ば
、
あ
か
ら
さ
ま
に
不
謹
慎
と
い
う
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
が
、
結
果

と
し
て
み
れ
ば
、
数
多
く
の
国
民
が
国
土
の
内
外
を
広
域
に
移
動
す
る
戦
争

は
、
お
み
や
げ
の
知
名
度
を
広
げ
る
機
会
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ

ろ
う
。

「
軍
都
」
と
お
み
や
げ

こ
れ
ま
で
日
清
・
日
露
戦
争
と
い
う
近
代
日
本
が
直
面
し
た
大
規
模
な
対
外

戦
争
が
名
物
や
お
み
や
げ
の
生
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
見
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こ
う
し
た
「
軍
都
」
や
連
隊
所
在
地
な
ど
に
は
、
除
隊
兵
士
向
け
の
「
軍
人
土

（

打

）

産
」
を
販
売
す
る
商
店
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
郷
里
の
人
々
か
ら
大
々
的

に
送
り
だ
さ
れ
た
兵
士
た
ち
が
除
隊
時
に
持
ち
帰
り
、
帰
郷
し
て
か
ら
配
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
習
慣
は
入
営
者
の
家
族
に
多
く
の
負

担
を
か
け
る
こ
と
も
あ
り
、
長
年
そ
の
廃
絶
が
叫
ば
れ
て
い
た
が
、
入
営
時
に

郷
里
の
人
々
か
ら
多
く
の
饒
別
な
ど
を
受
け
取
っ
た
以
上
、
簡
単
に
な
く
な
る

（

柵

）

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
兵
役
と
い
う
「
通
過
儀
礼
」
を
終
え
た
兵
士
た

ち
の
証
明
な
い
し
記
念
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
軍
人
み
や
げ
は
実
は
伝
統
的
な
お
み
や
げ

と
し
て
の
系
譜
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
「
軍
都
」
の
一
つ
際
に
お
み
や
げ
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
の
が
、

現
在
で
も
古
道
具
屋
や
各
地
の
郷
土
資
料
館
な
ど
で
数
多
く
目
に
多
く
す
る
こ

と
が
で
き
る
「
除
隊
記
念
」
な
ど
の
文
字
が
入
っ
た
盃
や
徳
利
で
あ
る
。
こ
う

し
た
軍
都
の
ひ
と
つ
、
第
七
師
団
司
令
部
の
置
か
れ
て
い
た
旭
川
に
は
旭
豆
と

い
う
名
物
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
富
山
か
ら
移
住
し
売
薬
業
を
営
ん
で
き
た
片

山
久
平
が
、
一
九
○
二
（
明
治
三
五
）
年
に
大
豆
に
砂
糖
を
ま
ぶ
し
た
菓
子
と

し
て
発
売
し
た
も
の
だ
麺
、
同
地
に
司
令
部
を
置
く
第
七
師
団
の
軍
人
の
故
郷

（

和

）

へ
の
お
み
や
げ
と
し
て
の
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
海
軍
の
軍
港
が
置
か
れ
て
い
た
横
須
賀
や
呉
な
ど
で
は
、
軍
艦
や
軍
港

て
き
た
。
確
か
に
、
数
多
く
の
人
員
が
外
地
だ
け
で
な
く
国
内
を
大
規
模
に
移

動
し
集
中
す
る
と
い
う
点
で
は
、
戦
時
は
規
模
に
お
い
て
平
時
に
隔
絶
し
て
い

る
。
し
か
し
、
平
時
に
お
い
て
も
連
隊
な
ど
が
置
か
れ
て
い
た
各
衛
戊
地
に
は

近
隣
の
地
域
を
中
心
に
兵
士
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ

け
仙
台
の
よ
う
な
師
団
司
令
部
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
な
「
軍
都
」
で
は
そ
の

規
模
は
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。

日
清
戦
争
の
結
果
、
日
本
は
台
湾
を
領
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
島
内
で

の
糖
業
の
育
成
が
図
ら
れ
た
。
当
初
は
必
ず
し
も
順
調
に
進
ま
ず
、
二
○
世
紀

初
頭
に
は
ま
だ
外
国
糖
の
輸
入
超
過
、
外
貨
の
流
出
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て
い

た
。
一
九
○
六
（
明
治
三
九
）
年
に
糖
業
改
良
事
務
局
を
設
置
す
る
な
ど
改
良

に
努
め
た
結
果
、
明
治
末
期
に
は
、
台
湾
お
よ
び
内
地
産
の
砂
糖
で
ほ
ぼ
需
要

（

認

）

を
満
た
す
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
後
も
、
砂
糖
消
費
税
の
増
税
な
ど
に

よ
り
消
費
量
が
伸
び
悩
む
時
期
も
続
い
た
が
、
一
九
二
○
年
代
に
入
る
と
消
費

（

羽

）

総
額
、
一
人
当
り
消
費
量
と
も
目
立
っ
た
伸
び
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
を
受
け
て
、
砂
糖
の
消
費
量
は
め
だ
っ
て
増
え
て
い
く
よ
う
に
な

り
、
一
人
当
り
の
消
費
量
も
大
正
時
代
を
通
し
て
ほ
ぼ
倍
増
し
た
。
ま
た
、
そ

れ
ま
で
個
人
・
零
細
経
営
が
専
ら
で
あ
っ
た
菓
子
業
界
の
近
代
化
が
進
み
、
森

永
製
菓
の
よ
う
な
近
代
的
な
製
菓
企
業
も
誕
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
よ
う

に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
名
物
菓
子
に
と
っ
て
日
露
戦
争
後
は
一
つ
の
大
き

な
画
期
で
あ
っ
た
が
、
観
光
業
や
、
糖
業
、
機
械
化
な
ど
、
本
格
的
な
展
開
を

遂
げ
る
要
素
が
整
っ
て
き
た
の
は
、
一
九
二
○
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

見
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
機
械
化
お
よ
び
大
量
生
産
の
進
展
は
、

名
物
菓
子
の
生
産
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
お
か
な
か
っ
た
。

の
諸
施
設
を
見
学
す
る
と
い
う
観
光
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
軍
港
を
訪

れ
た
客
を
当
て
込
ん
だ
お
み
や
げ
も
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
三

○
年
代
前
半
の
呉
市
で
も
海
兵
団
子
、
軍
港
煎
餅
、
軍
艦
煎
餅
な
ど
と
い
っ
た

（

別

）

海
軍
に
因
ん
だ
菓
子
類
が
軍
港
の
名
物
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
小
城
羊
菫
の
展
開
と
軍
隊
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佐
賀
市
か
ら
ほ
ど
近
い
と
こ
ろ
に
小
城
と
い
う
町
が
あ
る
。
こ
こ
は
古
く
か

ら
の
宿
場
で
あ
り
、
城
下
町
で
は
あ
る
が
、
特
に
著
名
な
名
所
旧
跡
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
静
か
で
落
ち
着
い
た
町
で
は
あ
る
が
、
全
国
か
ら
観
光
客
が
数

多
く
訪
れ
る
よ
う
な
、
メ
ジ
ャ
ー
な
観
光
地
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
町

は
現
在
、
全
国
屈
指
の
羊
葵
の
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
小
城
で
は
、
古
来
羊
葵
が
名
物
と
し
て
綿
々
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
羊
葵
の
製
造
が
始
ま
っ
た
の
は
意
外
に
遅
く
、
明

治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
小
城
羊
葵
は
近
世
以
前
の
名
物

の
流
れ
を
く
む
も
の
で
は
な
い
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
ご
ろ
に
森
永
惣
吉

（

別

）

と
い
う
人
物
が
小
城
で
初
め
て
羊
葵
を
製
造
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

惣
吉
の
父
庄
助
は
、
鍋
島
家
の
御
用
肴
屋
や
八
百
屋
を
営
ん
で
い
た
が
、
維

新
後
没
落
し
た
の
で
惣
吉
は
当
初
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
試
み
た
。
そ
の
中
で
羊

葵
の
製
造
販
売
に
次
第
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
惣
吉
は
製
品

の
品
質
の
改
良
に
力
を
注
い
だ
が
、
そ
の
中
で
も
季
節
の
変
化
に
も
左
右
さ
れ

な
い
保
存
性
の
向
上
は
最
も
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
森
永
の
作
る

羊
菫
の
名
は
次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
が
日
清

戦
争
の
勃
発
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
森
永
の
製
造
し
た
羊
葵
は
軍
隊
の
酒
保
用
品

と
し
て
納
品
さ
れ
た
が
、
「
他
地
方
の
菓
子
類
は
概
ね
変
質
腐
敗
を
来
す
五
月

雨
時
に
至
っ
て
も
、
毫
も
異
状
を
来
さ
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
、
注
文
が
殺
到
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
森
永
は
一
八
九
八
（
明
治
三
二
年
二

月
に
は
白
羊
葵
、
茶
羊
葵
を
発
案
し
、
さ
ら
に
一
九
○
二
（
明
治
三
五
）
年
に

（

弱

）

開
催
さ
れ
た
全
国
菓
子
品
評
会
で
も
入
賞
す
る
な
ど
改
良
を
続
け
た
。
こ
う
し

て
日
露
戦
争
後
に
は
、
羊
葵
は
小
城
の
み
な
ら
ず
、
佐
賀
県
の
名
物
と
し
て
そ

（

茄

）

の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
ま
で
小
城
で
羊
菫
の
製
造
販
売
を
営
ん
で
い
た
の
は
森
永
惣
吉
一

軒
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
二
○
世
紀
に
入
る
と
全
国
菓
子
品
評
会
で
表
彰
さ
れ
た

（

訂

）

こ
と
も
預
か
り
、
横
尾
種
吉
、
橋
本
庄
平
、
柴
田
長
三
、
山
田
亀
吉
、
村
岡
安

吉
、
篠
原
清
次
郎
ら
が
次
々
と
開
業
し
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
は
合
わ

せ
て
二
九
軒
と
な
る
な
蕊
、
次
第
に
製
造
業
者
が
増
え
て
い
っ
た
。

村
岡
安
吉
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
小
城
の
米
穀
商
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
た
が
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
長
崎
か
ら
来
た
陣
内
啄
一
と

い
う
人
物
に
製
法
を
伝
授
さ
れ
、
両
親
と
共
に
羊
葵
製
造
を
始
め
た
と
さ
れ
て

（

豹

）

い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
村
岡
は
比
較
的
早
い
時
期

に
参
入
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
決
し
て
小
城
羊
葵
自
体
を
創
始

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

村
岡
も
第
一
八
師
団
司
令
部
が
あ
っ
た
久
留
米
に
駐
在
所
を
置
い
て
陸
軍
へ

（

帥

）

（

肌

）

の
食
い
込
み
を
図
っ
た
り
、
小
城
駅
で
の
販
売
を
始
め
た
り
す
る
な
ど
、
森
永

に
追
随
す
る
よ
う
に
販
路
の
拡
大
策
を
と
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
小
城
駅
の
構
内
営
業
販

売
権
を
持
っ
て
い
た
業
者
の
一
人
が
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
た
め
に
販
売
権
を
辞

退
す
る
と
、
村
岡
は
こ
の
権
利
を
手
に
い
れ
直
接
小
城
駅
構
内
で
の
販
売
に
乗

（

舵

）

り
出
し
た
。
そ
の
後
唐
津
線
だ
け
で
な
く
久
保
田
、
佐
賀
、
鳥
栖
、
肥
前
山
口

（

銘

）

な
ど
近
隣
の
主
要
な
駅
の
構
内
に
も
販
売
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
直

接
に
は
博
多
と
唐
津
を
直
結
す
る
筑
肥
線
の
開
通
な
ど
に
伴
う
、
唐
津
線
の
地

位
低
下
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
堀
、
結
果
と
し
て
知
名
度
を
向
上
さ
せ
る

と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

（

侭

）

ま
た
佐
賀
市
に
開
業
し
た
デ
パ
ー
ト
玉
屋
と
特
約
し
て
進
出
を
図
る
な
ど
、

新
時
代
に
対
応
し
た
販
路
の
拡
張
に
努
め
た
。
玉
屋
は
小
城
の
隣
町
牛
津
で
創

業
し
た
呉
服
屋
で
あ
っ
た
が
、
日
清
戦
争
に
際
し
て
は
佐
世
保
に
出
張
所
を
設

け
、
海
軍
か
ら
大
量
の
包
帯
を
受
注
す
る
な
ど
、
軍
港
に
近
い
と
い
う
利
点
を

再
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（

齢

）

生
か
し
て
成
長
し
て
き
た
企
業
で
あ
っ
た
。
玉
屋
は
そ
の
後
佐
世
保
、
福
岡
、

佐
賀
に
進
出
し
て
デ
パ
ー
ト
化
を
図
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
は
森
永
が
す
で
に
す
で
に
導
入
し
て
い
た
や
り
方
を
真
似
た
も
の

と
も
い
え
る
が
、
一
九
二
二
（
大
正
一
二
年
に
は
七
○
○
○
円
を
投
じ
て
工

場
を
建
設
し
て
、
蒸
気
釜
と
電
動
あ
ん
煉
り
機
を
導
入
し
機
械
化
を
進
め
た
。

蒸
気
釜
は
製
品
を
焦
げ
目
な
く
ふ
ん
わ
り
と
仕
上
げ
、
あ
ん
煉
り
機
は
そ
れ
ま

（

師

）

で
の
手
作
業
を
機
械
化
し
、
従
業
員
を
重
労
働
か
ら
解
放
し
た
。
ま
た
い
ち
早

（

鵬

）

く
銀
紙
充
填
包
装
を
導
入
し
保
存
性
を
向
上
す
る
な
ど
、
機
械
化
と
大
量
生
産

へ
の
志
向
が
村
岡
に
は
際
立
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
森
永
に
比
べ
て
安
価
な
こ

（

的

）

と
を
武
器
に
次
第
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
、
小
城
に
お
け
る
羊
菫
業
者
の
中
心

的
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
も
村
岡
は
自
ら
の
販
路
を
単
に
拡
大
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
各
業
者
が
桜
羊
葵
な
ど
と
称
し
て
い
た
も
の
を

（

加

）

「
小
城
羊
葵
」
と
し
て
商
標
を
統
一
し
た
。
積
極
的
に
卸
売
り
や
行
商
を
展
開

し
大
量
生
産
を
志
向
し
て
い
た
村
岡
に
と
っ
て
、
商
標
の
統
一
に
よ
る
知
名
度

（

刊

）

の
向
上
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
小
城
羊
葵
は
、
明
治
以
降
に
鉄
道
や
軍
隊
、
デ
パ
ー
ト
な
ど
近

代
的
な
装
置
を
フ
ル
に
駆
使
し
て
急
速
に
名
物
化
し
て
い
っ
た
菓
子
だ
が
、
そ

れ
だ
け
に
近
代
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
変
動
の
影
響
を
よ
り
直
接
的
に
受
け
る
傾

向
が
あ
る
。
一
九
二
○
年
代
に
断
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
宇
垣
軍
縮
に
よ
り
、
第

一
八
師
団
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
小
城
郡
内
の
菓
子
生
産
額
は
急
激
に
落
ち
込

（

閥

）

み
、
減
少
傾
向
は
一
九
三
○
年
代
半
ば
ま
で
続
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
ろ

を
境
に
し
て
生
産
額
は
回
復
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
日
中
戦
争
勃
発
後
も

堅
調
な
水
準
を
維
持
し
た
（
表
）
。

だ
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
遅
く
と
も
昭
和
一
六
年

に
は
深
刻
な
原
材
料
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
年

に
は
駅
へ
の
納
入
を
打
ち
切
ら
れ
る
な
ど
、
原
材
料
と
販
売
ル
ー
ト
の
確
保
に

は
苦
心
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
は
海
軍

（

両

）

軍
需
工
場
の
指
定
を
受
け
る
と
と
も
に
、
佐
賀
慰
問
品
販
売
有
限
会
社
を
設
立

（

刊

）

し
て
慰
問
袋
に
小
城
羊
葵
を
入
れ
た
セ
ッ
ト
を
販
売
す
る
な
ど
、
そ
の
維
持
に

努
め
た
。
こ
う
し
た
努
力
が
功
を
奏
し
て
か
、
村
岡
は
戦
時
中
の
ほ
ぼ
全
期
間

（

浦

）

を
通
じ
て
羊
葵
の
生
産
と
販
売
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

村
岡
は
小
城
羊
葵
の
創
始
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
軍
隊
や
鉄
道
、
デ
パ
ー
ト

と
い
っ
た
近
代
的
な
装
置
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
販
路
を
拡
大

し
、
機
械
化
に
よ
っ
て
そ
の
需
要
を
満
た
す
だ
け
の
生
産
量
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
「
小
城
羊
葵
」
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
を
向
上
す
る
役
割
も
果
た
し
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
名
所
や
由
緒
に
結
び
つ
か
ず
、
軍

隊
や
鉄
道
、
デ
パ
ー
ト
と
い
っ
た
近
代
的
な
装
置
に
よ
り
直
接
的
に
結
び
つ
い

て
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
、
「
小
城
の
名
物
」
と
し
て
の
色
彩
を
相
対
的
に
薄

(表)佐賀県練物(羊薑含む)生産量の推移

練物(斤）

1,164,256

1,134,308

1,001,372

962,520

838,133

795,099

288,200

823.059

845,638

849,028

817,936

779,203

659,546

677,918

702,649

898,518

903,625

964,734

1,013,425

929,019

906,917

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

４

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

出典)『佐賀県統計害｣(各年度版)より作成。
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近代日本の戦争・軍隊と名物おみやげの形成

成
田
栗
羊
菫
と
米
屋

成
田
は
成
田
山
新
勝
寺
の
門
前
町
と
し
て
、
と
り
わ
け
近
世
以
降
大
き
く
発

展
し
て
き
た
。
参
詣
者
の
増
加
に
伴
っ
て
、
門
前
町
で
は
参
詣
者
を
相
手
と
し

た
み
や
げ
も
の
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
長
ら
く
成
田
で
は
一
粒

（

｛

〃

）

丸
や
消
毒
丸
と
い
っ
た
万
能
薬
が
名
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
成
田
か

ら
の
帰
路
に
行
徳
で
、
干
う
ど
ん
や
蒟
蒻
な
ど
を
お
み
や
げ
と
し
て
買
い
求
め

（

稲

）

る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
腐
ら
ず
持
ち
運
び
に
便

利
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
い
ち
ご
お

こ
し
と
い
う
菓
子
が
成
田
の
代
表
的
な
名
物
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

ど
う
や
ら
、
元
々
は
成
田
不
動
に
参
詣
す
る
人
々
に
対
し
て
周
辺
で
産
す
る

イ
チ
ゴ
を
売
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
あ
や
か
っ
て
イ
チ
ゴ
の
季
節
以
外

で
も
イ
チ
ゴ
風
の
菓
子
を
お
み
や
げ
と
し
て
売
り
出
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で

（

刃

）

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
成
田
不
動
に
そ
の
由
緒
が
結
び
付
け
ら

れ
た
名
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
態
は
「
長
さ
五
、
六
寸
の
紙
袋
に
赤
と
白
の

（

帥

）

丸
い
お
こ
し
を
入
れ
た
も
の
」
で
本
物
の
イ
チ
ゴ
な
ど
全
く
使
っ
て
い
な
か
っ

た
。

（

肌

）

す
で
に
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
の
段
階
で
「
粗
製
に
し
て
味
な
く
」
と
評

め
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
す
で
に
一
九

（

門

）

三
○
年
代
半
ば
に
は
「
小
城
で
も
作
ら
れ
て
い
る
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
な
ど
、
特
定
の
場
所
や
由
緒
の
影
は
相
対
的
に
薄
く
な
っ
た
こ
と

は
否
め
な
い
。

三
、
戦
時
体
制
と
お
み
や
げ
の
盛
衰

さ
れ
る
よ
う
な
有
様
で
あ
り
、
そ
の
実
態
は
「
名
物
に
う
ま
い
も
の
無
し
の
諺

（

躯

）

に
も
れ
ぬ
、
味
の
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
広
く
諸
人
の
味
好
み

に
適
し
販
路
益
々
開
け
」
る
よ
う
な
「
改
正
名
物
」
の
出
現
が
待
望
さ
れ
る
よ
う

（

脇

）

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
永
楽
堂
菓
子
店
は
、
新
勝
寺
の
精
進
料
理
の
栗
を
用
い
た
あ

（

斜

）

っ
も
の
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
ご
ろ
か
ら
、
毎
年
秋

冬
の
時
期
に
生
栗
を
使
っ
て
む
し
羊
葵
を
売
り
出
し
て
い
た
。
一
八
九
七
（
明

治
三
○
）
年
に
成
田
鉄
道
が
開
通
す
る
と
、
東
京
か
ら
日
帰
り
で
参
詣
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
宿
泊
な
ど
に
宛
て
て
い
た
お
金
を
お
み
や
げ
の
購
入

（

閃

）

に
廻
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響
も
あ
り
大
煎
餅
、
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
、

（

Ｍ

）

さ
ら
に
多
く
の
名
物
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
栗
羊
葵
も
当
初
は
、

（

断

）

腐
り
や
す
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
保
存
性
や
味
の
改
良
が
進
む
こ
と
で
、
次
第

（

郷

）

に
成
田
名
物
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

成
田
で
代
々
米
穀
商
を
営
む
米
屋
の
長
男
と
し
て
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）

年
に
生
ま
れ
た
諸
岡
長
蔵
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
彼
の
祖
父
が
風

邪
を
こ
じ
ら
せ
た
際
に
も
ら
っ
た
お
見
舞
い
の
大
量
の
砂
糖
の
利
用
法
と
し
て

羊
葵
の
製
造
に
進
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
在
新
勝
寺
門
前
町
の
代
表

的
な
お
み
や
げ
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
栗
よ
う
か
ん
も
、
実
は
近
代
に
な
っ
て

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
名
物
で
あ
り
、
諸
岡
は
そ
の
創
始
者
で
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
実
際
、
二
○
世
紀
初
め
に
は
ま
だ
「
元
祖
」
を
名
乗
る
栗
羊
葵
製
造
業

（

棚

）

者
が
多
数
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
諸
岡
は
、
呼
び
売
り
や
掛
け

値
販
売
を
し
な
い
な
ど
の
方
式
が
功
を
奏
し
た
こ
と
も
あ
り
、
次
第
に
売
り
上

（

帥

）

げ
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
ま
た
一
九
○
三
（
明
治
三
六
）
年
に
は
成
田

羊
葵
同
業
組
合
を
設
立
す
る
な
ど
、
業
者
の
組
織
化
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
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だ
。
ま
た
、
同
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
も
出
品

（

Ⅶ

）

し
賞
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
一
九
○
七
（
明
治
四
○
）
年
に
上
野
で
開
催
さ

れ
た
東
京
勧
業
博
覧
会
で
は
売
店
を
出
店
し
、
「
腐
敗
の
虞
な
く
風
味
甘
美
」

（

蛇

）

と
い
う
評
価
を
受
け
る
な
ど
、
知
名
度
の
向
上
に
努
め
た
。

こ
う
し
て
一
九
○
五
（
明
治
三
八
）
年
に
は
一
日
四
○
○
本
程
度
で
あ
っ
た

生
産
量
は
、
そ
の
後
多
い
日
で
約
四
○
○
○
本
と
な
り
、
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）

年
正
月
に
は
つ
い
に
六
○
○
○
本
を
突
破
す
る
な
ど
、
生
産
量
を
急
激
に
増
加

（

卯

）

さ
せ
て
い
っ
た
。
栗
羊
葵
を
製
造
販
売
す
る
業
者
も
増
加
し
、
一
九
一
九
（
大

正
八
）
年
に
は
成
田
町
全
体
で
売
り
上
げ
が
年
間
二
○
万
円
に
達
し
、
成
田
を

（

別

）

代
表
す
る
名
物
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

生
産
量
の
急
増
に
対
応
す
る
形
で
諸
岡
は
一
九
○
五
（
明
治
三
八
）
年
二

月
に
は
自
宅
裏
の
工
場
拡
張
を
拡
張
し
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
八
月
に
は

工
場
に
大
釜
を
設
置
し
た
。
一
九
二
二
（
大
正
一
二
年
二
月
に
は
二
重
釜
を

据
え
付
け
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
二
月
に
は
新
た
に
工
場
を
新
築
す

（
妬
）る

な
ど
、
次
々
と
大
量
生
産
に
対
応
す
る
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
京
成
電
気
軌
道
が
成
田
ま
で
開
通
し
て
以
降
は
よ
り

著
し
く
な
り
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
は
製
造
工
場
、
一
九
三
四
年
に
は

包
装
工
場
、
一
九
三
六
年
に
は
羊
葵
折
工
場
、
一
九
三
七
年
に
は
店
舗
と
、
毎

（

妬

）

年
の
よ
う
に
新
増
築
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
米
屋
だ
け
で
成
田

（

Ｗ

）

町
全
体
の
羊
葵
生
産
高
の
過
半
を
制
す
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
。
諸
岡
の
資

産
も
大
正
末
年
で
総
額
約
五
○
万
円
、
毎
年
の
直
接
国
税
納
税
額
が
一
九
○
○

円
に
達
し
、
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
資
格
を
有
す
る
な
ど
、
す
で
に
千

（

卯

）

葉
県
で
も
有
数
の
資
産
家
と
な
っ
て
い
た
。

新
勝
寺
の
門
前
町
と
し
て
発
展
し
て
き
た
成
田
町
は
、
一
九
一
○
年
代
初
め

の
時
点
で
菓
子
類
の
年
産
額
が
二
万
五
○
○
○
円
に
達
す
る
な
礎
、
他
の
産
業

新
勝
寺
と
日
中
戦
争

新
勝
寺
は
、
将
門
の
乱
平
定
の
た
め
に
不
動
明
王
を
祀
っ
た
こ
と
が
そ
の
開

山
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎮
護
国
家
や
戦
勝
祈
願
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
。

近
代
に
な
っ
て
も
日
清
・
日
露
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
対
外
戦
争
に
際
し
て

（

Ⅲ

）

は
、
軍
人
の
部
隊
の
参
拝
が
相
次
い
だ
。
特
に
日
中
戦
争
勃
発
後
は
将
兵
や
そ

（

収

）

の
家
族
の
武
運
長
久
祈
願
が
激
増
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
成
田
山
開

基
一
千
年
記
念
祭
は
、
日
中
戦
争
勃
発
前
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
結
果
と
し
て
戦
時
下
で
の
開
催
と
な
っ
た
。
開
帳
の
初
日
で
あ
る
三
月

二
八
日
に
は
、
約
五
万
人
の
参
列
者
が
あ
り
、
成
田
の
商
店
街
で
は
そ
の
翌
日

（

川

）

と
合
わ
せ
る
と
五
○
万
円
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
た
。
日
中
戦
争
開
始
前
の
時

点
で
米
屋
は
す
で
に
一
日
平
均
二
○
○
○
本
、
最
大
で
二
万
本
の
羊
葵
を
生
産

す
る
能
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
河
、
記
念
祭
期
間
中
は
一
日
平
均
三

（

鵬

）

万
本
、
多
い
日
に
は
四
万
三
○
○
○
本
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

年
の
京
成
電
気
軌
道
と
国
鉄
と
も
成
田
駅
で
の
乗
降
客
は
急
増
し
た
秘
、
そ
の

（

Ⅲ

）

後
戦
時
下
に
お
い
て
も
成
田
山
へ
の
参
詣
客
は
大
幅
な
増
加
を
続
け
た
。

戦
時
体
制
期
に
お
い
て
も
心
身
の
鍛
練
や
神
社
の
参
拝
、
奉
仕
な
ど
を
名
目

（

川

）

と
し
て
、
各
地
の
観
光
地
の
訪
問
客
は
急
増
し
て
い
た
。
新
勝
寺
は
と
り
わ
け

こ
の
時
期
に
戦
争
の
推
移
と
深
く
か
か
わ
る
形
で
、
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
の

に
比
し
圧
倒
的
な
地
位
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
に
入
る
と
年
産
額
が
二
六
万
円
と

一
○
倍
以
上
に
成
長
し
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
も
他
の
工
業
を
合
わ
せ
た
年
産

総
額
が
三
六
万
円
で
あ
っ
た
の
で
、
依
然
と
し
て
経
済
上
圧
倒
的
な
位
置
を
占

（

Ⅲ

）

め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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で
あ
る
。

戦
争
の
進
行
は
、
米
屋
羊
葵
の
動
向
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
米
屋
で

は
遅
く
と
も
一
九
三
○
年
代
半
ば
に
は
通
常
の
栗
羊
葵
に
加
え
て
、
保
存
性
を

大
幅
に
高
め
た
缶
入
り
の
羊
葵
の
開
発
を
進
め
て
い
た
極
、
日
中
戦
争
が
勃
発

す
る
と
こ
の
缶
入
羊
葵
を
は
じ
め
と
し
た
自
社
製
の
羊
葵
を
慰
問
品
と
し
て
積

（

川

）

極
的
に
戦
地
に
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
地
で
は
激
し
く
体
力
を
消
耗
す
る
た

め
か
、
一
般
的
に
羊
葵
の
よ
う
な
甘
味
品
が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
日
中
戦

（

Ⅲ

）

争
で
も
羊
葵
は
非
常
に
好
ま
れ
た
よ
う
だ
。
戦
争
が
始
ま
っ
て
数
ヵ
月
後
の
一

九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
一
○
月
に
行
わ
れ
た
戦
地
の
兵
士
の
座
談
会
で
は
、

「
何
と
い
っ
て
も
羊
葵
だ
よ
」

「
成
田
の
羊
葵
を
思
ひ
出
す
よ
、
あ
い
つ
は
甘
い
か
ら
な
あ
」

（

Ⅲ

）

「
長
い
お
茶
で
羊
葵
が
食
ひ
た
い
ネ
ー
、
た
っ
た
一
切
で
い
い
よ
」

と
い
う
よ
う
な
会
話
を
兵
士
た
ち
が
交
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
羊
葵
に
対
す
る

欲
求
は
高
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
座
談
は
東
京
市
内
出
身
者
を
対
象
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
時
点
で
も
す
で
に
成
田
の
羊
葵
が
人
口
に
贈
炎
す

る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
慰
問
品
と
し
て
戦
地
で
全
国
各
地

の
兵
士
の
眼
に
触
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
知
名
度
の
向
上
に
寄
与
し
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

戦
時
下
に
お
け
る
土
産
品
業
の
衰
退

戦
時
体
制
期
に
は
、
大
都
市
近
郊
の
参
詣
地
や
行
楽
地
を
訪
れ
る
客
の
数
は

急
増
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
確
か
に
日
中
戦
争
勃
発

後
、
物
資
の
統
制
は
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
地

の
名
物
の
需
要
は
伸
び
、
一
九
四
○
（
昭
和
一
五
）
年
ご
ろ
に
は
赤
福
や
吉
備

団
子
で
お
よ
そ
年
間
四
○
万
円
、
京
都
の
八
シ
橋
に
至
っ
て
は
全
体
で
二
○
○

万
円
の
売
り
上
げ
が
あ
っ
た
。
静
岡
駅
の
山
葵
漬
も
一
日
当
た
り
三
○
○
○
か

（

川

）

ら
五
○
○
○
個
、
一
年
で
二
○
○
万
個
の
売
り
上
げ
を
誇
っ
て
い
た
。

日
中
戦
争
以
来
継
続
し
て
い
た
各
地
の
行
楽
地
・
観
光
地
の
好
況
は
、
日
米

開
戦
後
も
し
ば
ら
く
の
間
続
い
て
い
る
。
成
田
で
は
戦
時
中
も
参
拝
客
の
増
加

が
続
い
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
が
、
成
田
と
同
じ
千
葉
県
で
は
、
京
成
電
軌

が
開
発
し
た
谷
津
遊
園
地
が
、
戦
前
に
お
け
る
最
高
の
売
上
高
を
記
録
し
た
の

（

Ⅲ

）

は
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
食
べ
物
に
関
し
て
は
、
臨
時
米
穀
配
給
規
則
、
米
穀
対
策
要
綱
、

米
穀
管
理
規
則
が
あ
い
つ
い
で
出
さ
れ
る
な
ど
、
す
で
に
一
九
四
○
（
昭
和
一

五
）
年
に
は
厳
し
い
統
制
が
始
ま
っ
て
お
り
、
遅
く
と
も
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）

年
ご
ろ
に
は
過
酷
な
状
況
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
八
月
に
富
山
県
を
旅
行
し
た
宮
脇
俊
三
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

宇
奈
月
の
土
産
物
屋
を
物
色
し
た
が
、
売
っ
て
い
る
の
は
郷
土
玩
具
や
絵

葉
書
ば
か
り
で
、
羊
葵
な
ど
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
地
方
で
も
甘
い
も
の
、

（

川

）

腹
の
た
し
に
な
る
も
の
は
店
頭
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
吉
備
団
子
は
福
井
駅
で
売
ら
れ
た
興
亜
餅
の
よ
う
に
粟
を
主
原

料
と
し
た
餅
、
甘
藷
か
ら
作
っ
た
餡
を
用
い
た
代
用
食
の
名
物
も
売
り
だ
さ
れ

（

脆

）

る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
米
や
砂
糖
を
原
材
料
に
使
用
す
る
菓
子
類
の
状
況
は

深
刻
で
、
全
体
が
米
か
ら
で
き
て
い
る
草
加
せ
ん
く
い
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

（
Ⅲ
）と
、
八
シ
橋
や
吉
備
団
子
の
よ
う
な
菓
子
で
も
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年

に
は
、
生
産
量
が
す
で
に
前
年
の
数
分
の
一
に
落
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い

（
Ⅲ
）

た

。

ま
た
赤
福
は
、
原
料
が
充
分
に
手
に
入
ら
な
く
な
っ
た
一
九
四
四
（
昭
和
一

九
）
年
か
ら
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
ま
で
製
造
自
体
を
中
止
す
る
よ
う
に
な
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本
稿
で
は
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
お
よ
び
戦
間
期
を
経
て
戦
時
体
制
期
に
至

る
お
み
や
げ
の
展
開
を
、
戦
争
と
軍
隊
と
の
関
係
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
名
物
は
、
い
ず
れ
も
幕
末
か
ら
明
治
前
期

に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
戦
争
や
軍
隊
だ
け
を
挺
子
に
発
展
し
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
戦
時
下
の
末
期
に
は
、
非
常
な
苦
境
や
中
断

に
見
舞
わ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
国
家
の
装
置
と
し
て
の

純
度
が
高
い
戦
争
や
軍
隊
が
、
こ
れ
ら
名
物
や
お
み
や
げ
の
あ
り
方
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
も
ま
ち
が
い
な
い
。

一
つ
目
は
、
物
語
の
形
成
に
深
く
か
か
わ
る
場
合
で
あ
る
。
と
り
わ
け
日
清
、

（

川

）

っ
た
。
戦
時
期
に
生
産
が
続
け
ら
れ
た
の
は
、
軍
需
工
場
と
し
て
の
指
定
を
受

け
、
原
材
料
の
特
配
を
受
け
、
軍
へ
の
納
入
を
行
っ
て
い
た
虎
屋
や
村
岡
総
本

舗
な
ど
少
数
の
業
者
に
限
ら
れ
た
。

危
機
の
要
因
は
材
料
不
足
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
欧

州
で
の
第
二
次
世
界
大
戦
と
日
米
関
係
の
悪
化
は
、
外
貨
獲
得
の
た
め
に
多
く

を
外
国
人
観
光
客
や
輸
出
に
依
存
し
て
い
た
彫
刻
や
細
工
物
な
ど
、
手
工
業
品

も
、
需
要
自
体
が
減
っ
て
存
続
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
。
北
海
道
の
熊
の
彫
り

（

剛

）

物
な
ど
も
、
急
激
な
需
要
の
減
少
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、

こ
う
し
た
物
資
の
不
足
や
統
制
は
、
各
地
域
の
特
産
品
な
ど
の
画
一
化
・
均
一

（

Ⅲ

）

化
を
さ
ら
に
進
行
さ
せ
る
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
米
屋
も
戦
局
の
推
移

と
と
も
に
原
材
料
の
入
手
は
次
第
に
困
難
と
な
り
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）

（

咽

）

年
に
入
る
と
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

日
露
戦
争
で
は
戦
局
が
有
利
に
展
開
し
た
こ
と
も
あ
り
、
吉
備
団
子
や
宮
島
の

杓
子
の
よ
う
に
戦
争
の
正
当
化
と
深
く
結
び
つ
く
形
で
名
物
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
て
い
っ
た
。

二
つ
目
は
、
戦
争
や
軍
隊
と
い
う
国
民
的
な
規
模
を
持
つ
シ
ス
テ
ム
を
通
じ

て
、
そ
の
知
名
度
を
拡
大
さ
せ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
自
社
製
品
を
入
れ
た
慰

問
品
を
販
売
し
た
よ
う
に
、
業
者
側
も
こ
う
し
た
装
置
を
通
じ
て
、
意
識
的
に

そ
の
拡
大
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

三
つ
目
は
、
流
通
先
と
し
て
の
軍
隊
の
役
割
で
あ
る
。
さ
ら
に
機
械
化
や
保

存
技
術
の
向
上
な
ど
、
実
際
の
生
産
の
局
面
に
お
い
て
も
少
な
く
な
い
影
響
も

逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
構
造
は
戦
局
が
有
利
に
展
開
し
、
物
資
の
生
産
や
流

通
が
順
調
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
が
崩
れ
る
と
逆
に
縮

小
再
生
産
を
強
制
す
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
、
極
め
て
危
う
い
構
造
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
的
な
体
験
と
し
て
も
戦
時
期
の

後
半
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
深
刻
な
食
糧
や
物
資
の
不
足
に
直
面
し
て
き

た
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ま
で
は
そ
の
時
期
の
役
割
と
影
響
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て

き
た
傾
向
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
清
戦
争
か
ら
近
代
日
本

が
経
験
し
て
き
た
対
外
戦
争
や
軍
隊
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
傭
腺
し
て
み
た
場

合
、
む
し
ろ
名
物
や
お
み
や
げ
の
展
開
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い

う
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
前
近
代
か
ら
引
き
継
い
で
き
た
性
格
が
色

濃
い
地
域
の
名
物
を
、
全
国
的
に
知
名
度
を
普
及
さ
せ
、
近
代
の
お
み
や
げ
と

し
て
変
容
し
て
い
く
上
に
戦
争
及
び
軍
隊
と
い
う
装
置
は
、
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
の
で
あ
る
。
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注
（
１
）
二
○
○
一
年
大
英
博
物
館
開
催
【
の
目
く
①
昌
勗
旨
○
○
具
①
冒
冒
昌
昌

苛
冒
口
望
》
解
説
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
。

（
２
）
神
崎
宣
武
『
お
み
や
げ
卵
贈
答
と
旅
の
日
本
文
化
』
（
青
弓
社
、
一
九
九

七

年

）

。

（
３
）
加
原
奈
穂
子
「
旅
み
や
げ
の
発
展
と
地
域
文
化
の
創
造
ｌ
岡
山
名
物
「
き

び
だ
ん
ご
」
の
事
例
を
中
心
に
」
『
旅
の
文
化
研
究
所
研
究
報
告
」
二
三

号

、

二

○

○

四

年

）

。

（
４
）
拙
稿
「
近
代
お
み
や
げ
考
ｌ
東
海
道
を
中
心
に
」
『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
』
（
一
五
五
集
、
二
○
一
○
年
）
。

（
５
）
加
藤
陽
子
『
徴
兵
制
と
近
代
日
本
罠
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
、
一

ノ
瀬
俊
也
「
近
代
日
本
の
徴
兵
制
と
社
会
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
四
年
）
。

（
６
）
中
野
良
「
大
正
期
日
本
陸
軍
の
軍
事
演
習
”
地
域
社
会
と
の
関
係
を
中

心
に
」
「
史
学
雑
誌
」
二
一
四
巻
四
号
、
二
○
○
五
年
）
、
吉
田
律
人
「
新

潟
県
に
お
け
る
兵
営
設
置
と
地
域
振
興
ｌ
新
発
田
・
村
松
を
中
心
と
し

て
」
「
地
方
史
研
究
』
（
五
七
巻
一
号
、
二
○
○
七
年
）
、
河
西
英
通
『
せ
め

ぎ
あ
う
地
域
と
軍
隊
賃
岩
波
書
店
、
二
○
一
○
年
）
な
ど
。

（
７
）
参
謀
本
部
編
「
明
治
二
十
七
八
年
日
清
戦
史
第
八
巻
」
（
東
京
印
刷
、

一
九
○
七
年
）
四
四
頁
。

（
８
）
前
掲
「
明
治
二
十
七
八
年
日
清
戦
史
第
八
巻
」
四
六
、
四
七
頁
。

（
９
）
原
田
敬
一
「
日
清
・
日
露
戦
争
』
（
岩
波
新
書
、
二
○
○
七
年
）
七
七
頁
。

（
皿
）
前
掲
「
旅
み
や
げ
の
発
展
と
地
域
文
化
の
創
造
」
。

本
稿
は
平
成
二
二
’
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
Ｂ
）
（
研
究

課
題
番
号
垂
２
２
７
２
０
２
５
１
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
「
吉
備
だ
ん
ご
」
『
風
俗
画
報
』
（
三
九
七
号
、
一
九
○
九
年
）
。

（
胆
）
同
右
。

（
週
）
岡
長
平
『
お
か
や
ま
庶
民
史
目
で
聞
く
話
」
（
日
本
文
教
出
版
、
一
九

六

○

年

）

一

三

六

頁

。

（
Ｍ
）
松
川
二
郎
「
趣
味
の
旅
名
物
を
た
づ
ね
て
』
（
博
文
館
、
一
九
二
六
年
）

四

○

○

頁

。

（
鴫
）
岡
山
商
業
会
議
所
編
『
岡
山
市
商
工
便
覧
』
（
岡
山
商
業
会
議
所
、
一
九

一

六

年

）

一

六

頁

。

（
肥
）
前
掲
「
近
代
お
み
や
げ
考
」
。

（
Ｕ
岡
長
平
『
岡
山
経
済
文
化
史
罠
松
山
定
一
、
一
九
三
九
年
）
一
○
三
頁
。

（
鴫
）
例
え
ば
大
谷
正
「
日
清
戦
争
下
の
宮
城
県
」
、
加
藤
聖
文
「
あ
る
「
国
民
」

兵
士
の
誕
生
」
桧
山
幸
夫
編
著
『
近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
』
（
雄
山

閣

出

版

、

二

○

○

一

年

）

。

（
⑲
）
岡
長
平
『
ぼ
っ
こ
う
横
町
卵
岡
山
・
聞
い
た
り
見
た
り
罠
夕
刊
新
聞
社
、

一
九
六
五
年
）
六
○
一
頁
。

（
別
）
前
掲
「
旅
み
や
げ
の
発
展
と
地
域
文
化
の
創
造
」
。

（
皿
）
前
掲
『
お
か
や
ま
庶
民
史
』
一
三
七
頁
。

（
犯
）
前
掲
「
吉
備
だ
ん
ご
」
。

（
邪
）
野
村
白
鳳
「
郷
土
名
物
の
由
来
」
（
郷
土
名
物
研
究
会
、
一
九
三
五
年
）
一

一

九

頁

。

（
型
）
加
原
奈
穂
子
「
未
来
へ
向
け
た
伝
統
創
り
「
桃
太
郎
伝
説
地
」
岡
山
の

形
成
」
お
か
や
ま
桃
太
郎
研
究
会
編
『
桃
太
郎
は
今
も
元
気
だ
』
（
岡
山
市

デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
○
○
五
年
）
。

（
弱
）
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
」
二
九
頁
。

（
恥
）
前
掲
『
明
治
二
十
七
八
年
日
清
戦
史
第
八
巻
」
四
六
頁
。
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（
”
）
清
河
八
郎
『
西
遊
草
」
（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
三
年
）
一
九
六
頁
。

（
泥
）
三
好
右
京
『
伊
都
岐
島
名
勝
図
会
賃
東
陽
堂
、
一
九
○
九
年
）
七
五
頁
。

（
鋤
）
坂
田
軍
一
『
島
の
か
を
り
」
（
宮
島
物
産
営
業
組
合
、
一
九
三
○
年
）
九
、

一

○

頁

。

（
釦
）
前
掲
「
島
の
か
を
り
』
八
五
頁
。

（
副
）
広
島
県
物
産
陳
列
館
編
『
中
外
商
工
彙
報
」
（
広
島
県
物
産
陳
列
館
、
一

九
一
八
年
）
一
七
頁
。

（
詔
）
前
掲
「
島
の
か
を
り
」
一
三
頁
。

（
詔
）
檜
山
幸
夫
「
国
民
の
戦
争
動
員
と
「
軍
国
の
民
」
前
掲
「
近
代
日
本
の
形

成
と
日
清
戦
争
」
一
二
一
，
一
二
三
頁
。

（
弘
）
高
山
昇
「
厳
島
雑
話
」
厳
島
神
社
社
務
所
編
『
厳
島
記
念
講
演
』
（
厳
島
神

社
社
務
所
、
一
九
二
二
年
）
。

（
鍋
）
「
厳
島
神
社
内
の
物
売
」
『
芸
備
日
日
新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
三
日
。

（
記
）
厳
島
神
社
社
務
所
編
「
厳
島
」
（
厳
島
神
社
社
務
所
、
一
九
二
八
年
）
八
四

頁

。

（
訂
）
山
陽
鉄
道
株
式
会
社
編
「
三
七
、
八
年
戦
役
二
関
ス
ル
軍
事
輸
送
報
告
」

『
明
治
期
鉄
道
史
資
料
第
Ⅱ
期
軍
事
輸
送
記
録
（
Ⅲ
）
』
（
日
本
経
済
評
論

社
、
一
九
八
九
年
）
。

（
銘
）
「
厳
島
惨
禍
輪
卒
隊
長
の
談
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
○
五
年
一
二
月
二

三

日

。

（
鋤
）
開
国
社
編
『
日
本
案
内
正
巻
之
中
」
（
開
国
社
、
一
九
一
九
年
）
一
○
九

四

頁

。

（
伽
二
宮
島
細
工
の
売
れ
行
き
」
「
芸
備
日
日
新
聞
』
一
八
九
五
年
一
○
月
三
○

ｐ

ｕ

Ｏ

（
似
）
広
島
県
教
育
委
員
会
編
「
厳
島
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
」
（
広
島
県

教
育
委
員
会
、
一
九
七
二
年
）
五
八
頁
。

（
蛇
）
前
掲
『
日
本
案
内
正
巻
之
中
』
一
○
八
八
頁
。

（
蛤
）
横
井
円
二
「
戦
時
成
功
事
業
』
（
東
京
事
業
研
究
所
、
一
九
○
四
年
）
。

（
“
）
前
掲
『
戦
時
成
功
事
業
』
五
頁
。

（
妬
）
前
掲
『
戦
時
成
功
事
業
」
二
六
頁
。

（
妬
）
「
軍
隊
と
広
島
」
「
芸
備
日
日
新
聞
三
九
○
五
年
一
月
九
日
。

（
灯
）
仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
「
仙
台
市
史
特
別
編
４
市
民
生
活
』
（
仙

台
市
、
一
九
九
七
年
）
三
三
四
頁
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
佐
倉
連

隊
に
み
る
戦
争
の
時
代
」
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
○
○
六
年
）
三
八

四

二

頁

。

（
銘
）
佐
々
木
一
雄
『
兵
営
春
秋
』
（
青
訓
普
及
会
、
一
九
三
○
年
）
二
五
五
頁
。

（
⑲
）
旭
川
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
旭
川
市
史
第
四
巻
通
史
四
』
（
旭
川

市
長
西
川
政
人
、
二
○
○
九
年
）
四
二
頁
。

（
印
）
槇
鉄
男
編
『
最
近
旭
川
案
内
寅
上
条
虎
之
助
、
一
九
○
五
年
）
六
○
頁
。

（
副
）
中
邨
末
吉
『
呉
軍
港
案
内
」
（
呉
郷
土
史
研
究
会
、
一
九
三
三
年
）
一
六
○

頁

。

（
記
）
農
商
務
省
糖
業
改
良
事
務
局
『
砂
糖
一
一
関
ス
ル
調
査
』
（
糖
業
改
良
事
務

局
、
一
九
一
三
年
）
。

（
認
）
相
馬
半
治
「
日
本
糖
業
発
達
史
」
野
依
秀
市
編
『
明
治
大
正
史
第
九
巻

（
産
業
篇
皀
（
実
業
之
世
界
社
、
一
九
二
九
年
）
五
○
八
’
五
二
頁
。

（
別
）
明
治
八
年
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
正
確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

（
村
岡
安
廣
「
肥
前
の
菓
子
シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
長
崎
街
道
を
行
く
」
（
佐

賀
新
聞
社
、
二
○
○
六
年
）
一
四
三
頁
。

（
弱
）
小
城
町
史
編
集
委
員
会
編
『
小
城
町
史
』
（
小
城
町
役
場
、
一
九
七
四
年
）

七

四

九

、

七

五

○

頁

。
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（
卵
）
木
下
鹿
一
郎
『
佐
賀
案
内
』
（
木
下
鹿
一
郎
、
一
九
○
六
年
）
七
四
頁
。

（
辺
小
城
郡
教
育
会
編
「
小
城
郡
誌
」
（
木
下
泰
山
堂
、
一
九
三
四
年
）
二
四
四

頁

。

（
銘
）
前
掲
「
小
城
町
史
」
五
○
六
頁
。

（
弱
）
村
岡
安
廣
『
村
岡
安
吉
伝
』
（
村
岡
総
本
舗
、
一
九
八
四
年
）
一
○
頁
。

（
㈹
）
前
掲
「
村
岡
安
吉
伝
」
一
三
頁
。

訂
）
前
掲
『
村
岡
安
吉
伝
』
八
六
頁
。

（
鑓
）
同
右
。

厨
）
前
掲
『
村
岡
安
吉
伝
』
二
八
頁
。

（
“
）
前
掲
「
村
岡
安
吉
伝
三
一
六
頁
。

（
開
）
前
掲
「
小
城
町
史
」
七
五
五
頁
。

（
“
）
株
式
会
社
佐
賀
玉
屋
２
０
０
周
年
記
念
冊
子
実
行
委
員
会
『
佐
賀
玉
屋

創
業
二
百
年
記
念
誌
」
（
株
式
会
社
佐
賀
玉
屋
、
二
○
○
六
年
）
九
頁
。

（
〃
）
前
掲
『
村
岡
安
吉
伝
」
六
五
頁
。

（
鮨
）
前
掲
「
村
岡
安
吉
伝
』
一
○
七
頁
。

（
的
）
前
掲
「
村
岡
安
吉
伝
』
八
八
頁
。

（
、
）
前
掲
「
村
岡
安
吉
伝
』
四
四
頁
。

（
、
）
前
掲
「
肥
前
の
菓
子
』
一
四
四
頁
。

（
池
）
前
掲
「
肥
前
の
菓
子
』
一
五
一
、
一
五
二
頁
。

（
耐
）
前
掲
『
村
岡
安
吉
伝
」
六
九
頁
。

（
測
）
前
掲
「
村
岡
安
吉
伝
」
九
四
頁
。

（
布
）
前
掲
『
小
城
町
史
」
六
三
頁
。

（
妬
）
永
淵
元
斧
『
佐
賀
観
光
と
名
産
妄
佐
賀
県
観
光
と
名
産
社
、
一
九
三
四
年
）

一

五

頁

。

（
刀
）
吉
田
銀
治
「
成
田
山
案
内
記
」
（
一
八
九
七
年
）
二
八
頁
。

（
沼
）
雪
中
庵
雀
志
「
成
田
詣
」
『
文
芸
倶
楽
部
』
（
七
巻
一
二
号
）
一
九
○
一
年

九

月

。

（
刃
）
黒
川
万
蔵
「
成
田
名
物
の
由
来
」
（
精
研
社
、
一
八
八
五
年
）
。

（
帥
）
大
野
政
治
「
門
前
町
成
田
の
歩
み
」
（
大
野
政
治
、
一
九
五
五
年
）
二
八
五

頁

。

（
別
）
前
掲
『
成
田
名
物
の
由
来
』
。

（
里
前
掲
『
門
前
町
成
田
の
歩
み
』
二
八
五
頁
．

（
齢
）
前
掲
『
成
田
名
物
の
由
来
」
。

（
鯉
）
村
上
重
良
『
成
田
不
動
の
歴
史
貴
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
）
。

（
妬
）
雪
中
庵
雀
志
「
成
田
詣
」
「
文
芸
倶
楽
部
」
（
七
巻
一
二
号
）
一
九
○
一
年

九

月

。

（
蹄
）
前
掲
『
門
前
町
成
田
の
歩
み
」
二
八
五
、
二
八
六
頁
。

（
師
）
前
掲
「
成
田
詣
」
。

（
魂
）
成
田
鉄
道
株
式
会
社
編
「
成
田
鉄
道
案
内
』
（
鉄
道
世
界
社
、
一
九
一
六
年
）

三

一

頁

。

（
開
）
平
林
馬
之
助
「
成
田
み
や
げ
」
（
一
九
○
八
年
）
巻
末
広
告
欄
。

（
卯
）
前
掲
「
成
田
不
動
の
歴
史
』
二
九
八
頁
。

（
虹
）
米
屋
１
０
０
周
年
社
史
編
纂
委
員
会
編
『
米
屋
１
０
０
年
の
歩
み
」
（
米

屋
株
式
会
社
、
一
九
九
九
年
）
四
三
頁
。

（
蛇
）
「
成
田
の
栗
羊
葵
嶌
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
○
七
年
五
月
五
日
。

（
兜
）
前
掲
『
米
屋
１
０
０
年
の
歩
み
」
五
七
頁
。

（
“
）
成
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
「
成
田
市
史
近
現
代
編
」
（
成
田
市
、
一

九

八

六

年

）

三

六

九

頁

。

（
妬
）
諸
岡
謙
一
「
長
蔵
翁
を
偲
ん
で
」
（
諸
岡
謙
一
、
一
九
七
三
年
）
四
○
○
‐

四

○

四

頁

。
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（
Ⅲ
）
「
諸
国
名
産
品
の
ゆ
く
え
（
吃
）
山
葵
漬
に
き
く
世
智
辛
さ
」
『
朝
日
新
聞
」

九
三
九
年
三
月
一
八
日
。

（
皿
）
「
〃
甘
い
物
が
ほ
し
い
〃

）
「
〃
甘
い
物
が
ほ
し
い
〃

（
Ⅲ
）
「
機
上
か
ら
降
ら
す
羊
葵
歓
呼
し
て
踊
る
兵
隊
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一

（
川
）
前
掲
『
千
葉
県
の
土
産
品
」
八
五
頁
。

（
川
）
前
掲
『
米
屋
１
０
０
年
の
歩
み
』
一
○
七
頁
。

（
兜
）
前
掲
『
米
屋
１
０
０
年
の
歩
み
」
九
八
頁
。

（
卯
）
前
掲
『
成
田
み
や
げ
」
七
一
、
七
二
頁
。

（
兜
）
「
貴
族
院
多
額
納
税
者
互
選
資
格
見
込
表
」
渋
谷
隆
一
編
「
大
正
昭
和
日

本
全
国
資
産
家
・
地
主
資
料
集
成
Ⅱ
」
（
柏
書
房
、
一
九
八
五
年
）
。

（
”
）
野
村
藤
一
郎
編
「
成
田
町
誌
』
（
一
九
一
二
年
）
一
六
一
頁
。

耐
）
成
田
町
役
場
編
「
成
田
町
之
町
勢
」
（
成
田
町
、
一
九
三
三
年
）
。

（
Ⅲ
）
成
田
山
新
勝
寺
編
『
成
田
山
誌
」
（
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
三
八
年
）
四
九

六

’

五

三

六

頁

。

（
皿
）
成
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
「
成
田
市
史
近
現
代
編
」
（
成
田
市
、
一

九

八

六

年

）

五

二

七

頁

。

（
川
）
前
掲
『
成
田
市
史
近
現
代
編
」
五
三
一
頁
。

（
川
）
千
葉
県
商
工
水
産
課
編
『
千
葉
県
の
土
産
ロ
聖
（
千
葉
県
商
工
水
産
課
、

一
九
三
六
年
）
八
四
頁
。

（
唖
前
掲
「
米
屋
１
０
０
年
の
歩
み
」
一
○
○
頁
。

（
Ⅷ
）
前
掲
「
成
田
市
史
近
現
代
編
」
六
三
二
頁
。

耐
）
前
掲
『
門
前
町
成
田
の
歩
み
」
三
○
一
頁
。

（
川
）
高
岡
裕
之
「
観
光
・
厚
生
・
旅
行
」
赤
澤
史
朗
・
北
河
賢
三
編
著
『
文
化

と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
。

か

ら

「

間
」
一
九
三
七
年
一
○
月
一
八
日
。
「
食
物
座
談
会
」
へ
脱
線
」
「
東
京
朝
日
新

一
九
四
一
年
二
月
二
七
日
。

（
皿
）
京
成
電
鉄
社
史
編
纂
委
員
会
編
『
京
成
電
鉄
五
十
五
年
史
』
（
京
成
電
鉄

株
式
会
社
、
一
九
六
七
年
）
六
四
四
頁
。

（
唖
宮
脇
俊
三
「
増
補
版
時
刻
表
昭
和
史
薑
宮
脇
俊
三
鉄
道
紀
行
全
集
２
』
（
角

川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
七
七
頁
。

（
川
）
「
駅
弁
の
新
体
制
②
福
井
駅
の
興
亜
餅
」
「
朝
日
新
聞
』
一
九
四
一
年
四

月

一

三

日

。

（
Ⅲ
）
「
変
貌
す
る
街
・
草
加
」
「
東
京
日
日
新
聞
」
一
九
四
一
年
六
月
二
一
日
。

（
川
）
「
諸
国
名
産
品
の
ゆ
く
へ
（
８
）
も
も
太
郎
も
歎
く
気
息
え
ん
え
ん
の

吉
備
団
子
」
「
朝
日
新
聞
』
一
九
四
一
年
二
月
一
四
日
、
「
諸
国
名
産
品
の

ゆ
く
え
（
、
）
／
土
産
の
都
今
や
な
し
〃
八
シ
橋
〃
も
諺
の
仲
間
入
り
？
」

『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
一
年
二
月
二
五
日
。

（
Ⅲ
）
浜
田
ま
す
述
・
所
功
編
「
赤
福
の
こ
と
』
（
赤
福
、
一
九
七
一
年
）
。

（
伽
）
「
諸
国
名
産
品
の
ゆ
く
へ
（
副
）
哀
調
お
び
る
木
彫
の
熊
」
『
朝
日
新
聞
」

一
九
四
一
年
三
月
一
四
日
。

（
Ⅲ
）
「
諸
国
名
産
品
の
ゆ
く
へ
（
１
）
興
亜
新
八
丁
」
「
朝
日
新
聞
』
一
九
四
一

年

二

月

一

一

日

。

（
理
前
掲
「
米
屋
１
０
０
年
の
歩
み
」
一
二
頁
。

（

立

教

学

院

史

資

料

セ

ン

タ

ー

学

術

調

査

員

）
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