
亀
井
昭
陽
・
頼
山
陽
の
再
会
と
文
政
元
年
の
福
岡

ー
出
会
い
の
場
所
論
(
後
篇
)
|

亀井昭海・頼山掻の再会と文政元年の福悶

小
論
は
本
誌
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
拙
論
「
亀
井
昭
陽
・
頼
山
陽
の
福
岡
で
の

再
会
|
出
会
い
の
場
所
論
(
前
篇
)

l
」
の
後
半
部
を
為
す
も
の
で
あ
る
。

同
論
の
序
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小
論
は
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
を
手
掛
か
り

に
、
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
福
岡
に
於
け
る
亀
井
昭
陽
と
頼
山
陽
と
の
再
会

の
状
況
の
本
質
的
意
味
を
、
場
所
論
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

右
の
拙
論
で
は
、
一
、
両
者
の
人
生
が
文
政
元
年
の
福
岡
で
ど
の
よ
う
に
交
錯

し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
二
、
具
体
的
に
そ
の
出
会
い
は
ど
の
よ
う
な
状

況
で
あ
っ
た
の
か
、
を
考
察
し
た
。
そ
の
出
会
い
は
、
両
者
の
人
生
に
と
っ
て

本
業
と
し
て
の
学
者
や
文
筆
家
と
し
て
は
い
ず
れ
も
が
こ
れ
か
ら
大
き
な
成
果

を
得
ょ
う
と
す
る
時
期
で
は
あ
っ
た
が
、
他
方
、
頼
山
陽
に
と
っ
て
は
ま
さ
に

時
代
の
寵
児
に
な
ろ
う
と
す
る
予
感
の
時
期
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
亀
井
昭

陽
に
と
っ
て
は
福
岡
藩
内
で
の
社
会
的
立
場
が
急
落
し
、
そ
の
意
味
で
は
凋
落

の
予
感
が
忍
び
寄
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
両
者
の
懐

か
し
い
再
会
に
、
い
さ
さ
か
の
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
親
し
い
両
者
だ
け

に
共
に
尊
敬
と
敬
愛
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
亀
井
昭
陽
の
側
に
は
物

足
り
な
さ
が
残
り
、
ま
た
、
福
岡
藩
と
い
う
場
所
も
頼
山
陽
に
冷
た
い
対
応
を

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
一
概
に
小
さ
な
視
野
で
、
た
だ
単
に
学
派
争
い
や
、

頼
山
陽
の
人
間
性
な
ど
に
そ
の
原
因
を
帰
す
る
に
し
て
は
、
状
況
が
複
雑
な
よ
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荒

正

見

木

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
表
面
的
な
諸
原
因
と
目
さ
れ
る
事
柄
を
場
所
論
的

に
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
事
柄
も
ま
た
存
在
そ
の
も
の
で
も
あ
る
全
体
的
な
場

所
、
こ
の
場
合
は
特
に
当
時
の
福
岡
と
い
う
時
代
に
織
り
な
さ
れ
た
場
附
に
よ
っ

て
背
後
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、

西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
「
場
所
の
自
己
限
定
」
と
い
う
概

念
は
、
個
々
の
存
在
そ
の
も
の
が
ま
た
同
時
に
全
体
を
も
構
成
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
彼
ら
の
出
会
い
そ
の
も
の
も
当
時
の
福
岡
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
彼
ら
の
再
会
の
状
況
そ
の
も
の
が
ま
た
当
時
の
福
岡
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
後
の
亀
井
昭
陽
の
状
況
そ
の
も
の
が
ま
た
福
岡
の
状
況
そ
の
も
の
で
も
あ

る
と
い
う
新
た
な
考
察
可
能
性
を
も
導
く
。
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
野
と

問
題
意
識
の
も
と
で
、
主
に
「
文
政
元
年
の
福
岡
と
い
う
場
所
」
を
考
察
す
る
。

な
お
、
文
節
番
号
・
註
番
号
は
先
の
拙
論
に
続
い
て
い
る
。

一
二
、
「
場
所
」
と
し
て
の
文
政
元
年
の
福
岡

前
節
の
考
察
は
、
亀
井
昭
陽
が
そ
の
学
問
的
深
遠
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
福
岡

と
い
う
特
定
の
「
場
所
」
か
ら
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
た
。
こ
れ
を
亀
井
昭
陽
と
い
う
主
語
の
側
か
ら
言
え
ば
、
単
に
彼
が
、
頼
山
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陽
の
よ
う
に
は
一
般
受
け
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
片
付
け
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
視
点
を
変
え
て
、
そ
の
主
語
、
す
な
わ
ち
亀
井
昭
陽
を
性
格
付
け
る
す

べ
て
の
述
語
の
構
成
の
場
と
し
て
福
岡
と
い
う
「
場
所
」
を
考
察
す
る
と
、
ま

た
新
た
な
状
況
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
本
節
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題

意
識
の
も
と
に
、
「
場
所
」
と
し
て
の
文
政
元
年
の
福
岡
を
考
察
す
る
の
で
あ

る
が
、
小
論
の
方
法
論
の
手
掛
か
り
と
し
た
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
に
お
い
て

は
時
空
の
総
て
を
を
統
合
し
た
本
質
を
総
合
的
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

ひ
と
り
亀
井
昭
陽
に
と
っ
て
の
場
所
で
は
な
く
、
規
定
的
な
主
語
を
構
成
す
る

各
述
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
普
遍
性
に
即
し
て
、
限
定
的
な
時
空
を
越
え
た
普
遍
的

な
意
味
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
こ
の
後
編
で
は
そ
の
点
を
重
点
的

に
論
述
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
い
わ
ば
写
真
の
ネ
ガ
を
述
べ
る
こ
と
に
相
当
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
い
さ
さ
か
隔
靴
掻
揮
の
感
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
事
柄

の
真
理
性
を
増
す
為
に
は
文
献
学
的
探
求
が
強
く
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
れ
も
例
え
ば
物
質
的
論
拠
の
み
に
し
が
み
つ
く
と
、
本
来
の
総
合
的
存

在
論
と
し
て
の
場
所
論
か
ら
遠
ざ
か
る
危
険
性
を
苧
む
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
文
献
学
の
貴
重
な
成
果
を
活
か
し
つ
つ
、
同
時
に
事
態
を
総
合
的
に
表
現

し
て
い
る
象
徴
的
な
事
柄
、
そ
れ
は
時
と
し
て
物
理
的
事
実
と
は
異
る
か
も
し

れ
な
い
事
柄
を
も
含
ん
で
考
察
が
進
行
す
る
場
合
さ
え
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
総
合
的
な
考
察
だ
か
ら
こ
そ
、
歴
史
家
や
科
学
者
の
物
理

的
現
実
に
立
脚
す
る
考
察
を
尊
重
し
、
そ
の
成
果
が
総
合
的
な
考
察
の
な
か
で

よ
り
は
っ
き
り
と
事
実
全
体
を
彩
る
様
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く

し
て
考
察
は
本
質
を
指
向
す
る
。

ま
た
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
小
論
で
は
、
主
語
も
し
く
は
焦
点
と
し
て
の
亀
井

昭
陽
の
周
延
を
拡
げ
つ
つ
そ
れ
を
探
求
す
る
方
法
を
と
る
。
従
っ
て
「
場
所
」

の
側
面
か
ら
は
、
文
政
元
年
当
時
の
福
岡
藩
の
構
成
に
お
い
て
亀
井
昭
陽
は
学

者
と
し
て
は
不
要
で
あ
る
と
処
遇
さ
れ
て
い
た
、
と
言
い
換
え
ら
れ
、
以
下
の

考
察
は
こ
の
視
点
か
ら
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
一
)
甘
業
館
と
修
猷
館
に
お
け
る
教
育
内
容

ま
ず
事
実
に
お
い
て
、
昭
陽
の
不
遇
は
、
燦
火
番
役
な
ど
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
多
く
の
研
究
者
が
述
べ
る
よ
う
に
父
南

冥
の
廃
軸
と
重
ね
て
、
学
派
の
抗
争
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
ひ
と
つ
の

真
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
総
合
的
な
「
場
所
」
の
立
場
か
ら

は
、
い
か
に
抗
争
が
あ
っ
た
と
し
て
も
真
に
必
要
な
ら
ば
藩
と
し
て
も
、
そ
れ

な
り
の
待
遇
を
与
え
る
筈
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
す
る
と
、
昭
陽
の
学
問
と

藩
の
事
情
と
の
関
わ
り
の
ど
こ
か
に
昭
陽
が
不
要
に
な
る
理
由
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
総
合
的
な
だ
け
に
、
「
場
所
」
と
し
て
は
単
な
る
学
派

抗
争
な
ど
よ
り
は
本
質
的
な
理
由
の
筈
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
少
し
遡
っ
て
、
そ
の
視
点
か
ら
甘
業
館
と
修
猷
館
に
お
け
る
教

育
内
容
と
を
比
較
す
る
。

甘
業
館
に
お
け
る
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
亀
井
昭
陽
が
『
成
園
治
要
』
に

お
い
て
、
甘
業
館
で
行
わ
れ
た
試
験
内
容
を
述
べ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。

以
下
そ
の
試
験
の
質
問
内
容
を
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
刷
。

[
甘
業
館
で
行
わ
れ
た
試
験
内
容
]

経
史
疑
義

世
道
汚
隆

時
勢
急
務

富
国
強
兵
之
術

四



五

治
蹴
興
亡
之
勢

貧
富
交
接
之
誼

臣
子
忠
愛
之
情

死
生
義
烈
之
行

怪
異
幽
明
之
理

陰
陽
災
塑
之
膿

賢
主
名
臣
之
績
暴
君
汚
吏
之
行

国
家
之
禍
福
農
買
之
利
病
伺

軍
旅
功
守
之
法
和
漢
何
故
殊
宜

葬
祭
厚
薄
之
制
古
今
何
故
異
情

0 九八七六四ま
た
、
修
猷
館
に
お
け
る
発
足
時
の
教
育
内
容
は
『
修
猷
館
七
十
年
史
』
に

よ
れ
ば
ほ
ぽ
次
の
様
に
示
さ
れ
て
い
る
刷
。

亀井昭麗・額出湯の再会と文政元年の福間

[
修
猷
館
発
足
時
の
教
育
内
容
]

学
科
課
程
は
そ
の
教
授
室
に
よ
っ
て
階
級
を
定
め
徐
々
に
昇
級
す
る
シ
ス
テ

ム
を
と
っ
た
。
初
級
か
ら
述
べ
れ
ば

講
堂
稽
古
『
四
書
』
『
孝
経
』
『
五
経
』
『
小
学
』
『
近
思
録
』

H
以
上
、

句
読
(
素
読
)
の
み

西
寮
稽
古
講
堂
で
修
得
し
た
句
読
を
温
習
し
、
授
読
に
よ
っ
て
そ
の
記

憶
を
試
問

南
廟
稽
古
『
小
学
』
『
史
記
』
『
前
漢
書
』

H
以
上
、
教
官
が
文
理
を
口

授
、
あ
る
い
は
各
自
読
過
し
て
質
問

中
寮
(
土
圭
問
、
時
計
間
)
稽
古
『
四
書
』
『
詩
経
』
『
書
経
』
『
後
漢

書
』
『
十
八
史
略
』
『
元
明
史
略
』
『
通
鑑
綱
目
』
『
春
秋
左
氏
伝
』
『
国
語
巴
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四

『
近
思
録
』
『
孔
子
家
語
』
『
資
治
通
鑑
』

H
以
上
随
意
読
修
質
問

北
寮
稽
古
『
周
易
』
『
礼
記
』
『
一
ニ
国
志
』
『
八
家
文
読
本
』
量
献
壇
亘

『
日
本
史
』
日
以
上
は
随
意
博
覧
、
な
ど

ま
た
『
修
猷
館
二
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
初
学
者
に
は
こ
れ
以
外
に
『
御
先

祖
様
御
勲
功
一
巻
略
記
』
『
筑
前
地
理
略
記
』
『
王
代
一
覧
』
『
将
軍
家
譜
』
な

ど
、
儒
学
以
外
に
も
黒
田
家
や
将
軍
家
、
朝
廷
の
歴
史
、
筑
前
の
地
理
な
ど
を

も
学
ば
せ
た
と
さ
れ
る
刷
。

五
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
甘
裳
館
と
修
猷
館
の
教
育
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、

前
者
の
経
世
済
民
的
実
学
的
傾
向
と
、
後
者
の
経
学
的
解
釈
学
的
傾
向
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
寛
政
異
学
の
禁
」
の
影
響
が
及
ぶ
頃
、
亀
井
南
冥

は
廃
制
さ
れ
、
寛
政
一

O
年
(
一
七
九
八
)
六
月
に
は
甘
業
館
の
廃
止
が
決
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
修
猷
館
で
は
学
制
の
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
修
猷
館
二
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
寛
政
一

O
年
七
月
に
学
問
所
内
に
武
樹

(
武
芸
稽
古
見
分
所
)
が
設
置
さ
れ
、
「
従
来
、
儒
学
を
中
心
と
し
た
教
育
の
み

が
行
わ
れ
た
学
問
所
で
兵
学
・
礼
法
の
講
義
と
武
術
の
稽
古
見
分
が
行
わ
れ
る
」

同
こ
と
に
な
る
。
『
黒
田
新
績
家
譜
巻
之
四
十
三
・
粛
清
記
一
』
に
よ
れ
ば
、

「
去
年
よ
り
用
人
の
宅
に
て
、
輪
替
り
武
事
家
業
の
輩
と
其
門
弟
迄
の
事
を
見

分
し
け
れ
と
も
、
宅
ニ
て
ハ
差
支
あ
り
け
れ
は
、
事
問
所
の
内
に
武
事
稽
古
所

を
建
ら
れ
、
七
月
廿
六
日
家
老
よ
り
組
支
配
を
掌
る
輩
に
、
今
度
君
よ
り
武
馨

引
立
の
爵
に
武
喜
稽
古
見
分
所
を
建
ら
れ
、
用
人
も
其
所
に
て
軍
事
、
種
法
、

射
術
、
剣
術
、
鎗
術
、
和
術
、
長
万
術
、
陣
貝
を
見
分
し
、
馬
術
の
ミ
馬
場
に

て
見
分
す
へ
し
。
」
同
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
武
術
の
指
導
や
兵
学

な
ど
を
行
っ
て
い
た
甘
業
館
の
機
能
を
修
猷
館
に
吸
収
し
統
合
し
始
め
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
亀
井
昭
陽
の
死
後
、
安
政
年
聞
に
は
和
学
(
国
学
)
を
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導
入
す
る
な
ど
し
て
、
修
猷
館
は
総
合
的
な
学
問
所
へ
と
充
実
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

(
二
)
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
導
入

と
こ
ろ
が
、
実
学
的
な
側
面
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
早
急

に
統
合
を
試
み
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
仮
に
対
立
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
藩

に
と
っ
て
は
実
学
は
、
む
し
ろ
経
学
よ
り
も
直
接
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
、

亀
井
南
冥
や
そ
の
弟
子
の
一
部
が
行
っ
て
い
た
医
療
な
ど
は
直
接
的
に
必
要
な

も
の
で
あ
る
し
、
天
下
国
家
を
論
じ
る
為
の
情
報
や
研
究
は
欠
く
こ
と
が
出
来

な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
修
猷
館
の
歴
史
を
省
み
る
と
、
文
化
八
年
(
一
八
一
一
)
に
注
目
す

べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
『
黒
田
新
績
家
譜
巻
之
四
十
七
・
粛
清
記
五
』

に
「
六
月
廿
一
日
、
粛
清
初
て
撃
校
に
入
給
ふ
。
先
格
は
羽
織
袴
を
着
給
へ
と

も
、
上
下
を
着
て
入
り
、
聖
像
を
拝
し
給
ふ
。
」
酬
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
福
岡

藩
第
一

O
代
藩
主
黒
田
斉
清
が
初
め
て
修
猷
館
を
参
観
し
、
そ
れ
か
ら
藩
主
臨

館
が
恒
例
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
刷
。
彼
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
学
問ひ

ろ

全
般
に
理
解
を
示
し
た
藩
主
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
第
一
一
代
藩
主
黒
田
長
薄

と
と
も
に
蘭
学
に
対
し
て
深
い
理
解
と
支
持
を
与
え
た
藩
主
で
も
あ
っ
た
。
例

ひ
ろ

え
ば
『
従
二
位
黒
団
長
漕
公
伝
』
に
は
、
「
此
よ
り
先
き
、
文
化
年
間
に
方
り

福
岡
に
阿
部
良
平
と
云
ふ
者
あ
り
。
極
め
て
微
賎
の
身
な
り
し
も
、
大
志
あ
り
、

幼
年
の
比
よ
り
長
崎
表
和
蘭
通
詞
吉
雄
権
之
助
の
許
に
在
り
て
、
和
蘭
撃
を
研

修
し
、
撃
材
敏
頴
の
名
あ
り
。
粛
清
君
之
を
抜
擢
し
て
士
籍
に
列
せ
し
め
、
左

ま
ね

右
に
延
き
て
朝
夕
西
洋
の
皐
術
を
講
せ
し
め
ら
る
。
」
同
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

経
学
を
旨
と
す
る
修
猷
館
で
蘭
学
を
教
え
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
蘭
学

を
支
持
し
既
成
の
学
問
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
学
問
全
般
に
理
解
を
示

す
藩
主
の
も
と
で
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
藩
全
体
と
し
て
も
蘭
学
者
が
養
成
さ
れ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
蘭
学
こ
そ
が
こ
の
時
代
の
最
も
近
代
的
な
実
学
で
あ
っ
た
。

後
に
歴
史
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』
と
い

う
西
洋
流
の
実
学
の
書
が
著
さ
れ
る
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
ま
で
、
す
で
に

半
世
紀
余
り
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ま
亀
井
昭
陽
を
考
え
る
時
、
福
岡
藩
の
蘭
学
と
亀
井
南
冥
門
下
は

深
い
繋
が
り
が
指
摘
さ
れ
る
。
『
福
岡
県
史
』
所
収
の
井
上
忠
「
蘭
学
」
に
よ

る
と
、
福
岡
の
本
格
的
蘭
学
者
は
一
九
世
紀
に
出
現
し
た
と
さ
れ
、
そ
れ
は
ま

さ
に
亀
井
南
冥
が
医
学
の
修
行
の
過
程
に
蘭
学
に
触
れ
、
同
時
に
国
際
的
時
局

認
識
を
持
っ
た
こ
と
に
鳴
矢
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
倒
。
そ
し
て
、
『
従
二
位
黒

ひ
ろ

団
長
樽
公
伝
』
に
「
我
か
福
岡
に
於
て
始
て
蟹
行
の
書
を
讃
ミ
し
ハ
、
寛
政
の

初
め
青
木
次
右
衛
門
輿
勝
な
る
あ
り
。
長
崎
に
砥
役
し
て
蘭
書
を
撃
ひ
、
後
十

二
年
遂
に
蘭
撃
の
師
と
な
り
し
。
之
を
西
洋
撃
の
鼻
祖
と
す
。
」
同
と
記
さ
れ
る

よ
う
に
、
福
岡
藩
に
お
け
る
初
の
本
格
的
な
蘭
学
者
と
し
て
著
名
な
青
木
興
勝

は
、
亀
井
南
冥
の
指
南
加
勢
役
、
い
わ
ば
助
手
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

甘
業
館
廃
止
後
、
長
崎
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
蘭
学
を
修
め
、

寛
政
一
二
年
(
一
八

O
O
)
に
は
藩
の
蘭
学
師
範
と
な
っ
た
の
で
あ
る
倒
。
こ

の
他
に
も
、
蘭
方
医
の
先
駆
者
で
あ
る
武
谷
元
立
な
ど
亀
井
南
冥
の
弟
子
達
の

多
く
は
甘
業
館
廃
止
後
、
蘭
学
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
福
岡
藩
に
お
け
る
蘭
学
の

主
流
は
、
『
福
岡
県
の
歴
史
』
所
載
の
表
や
記
事
に
よ
る
と
、
青
木
興
勝
な
ど

の
よ
う
に
「
藩
に
対
す
る
時
務
献
策
(
主
と
し
て
海
防
問
題
)
」
や
、
河
野
禎

造
の
よ
う
に
「
殖
産
興
業
の
基
礎
的
部
門
」
に
係
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ

7
9
括
。さ

て
、
こ
の
蘭
学
導
入
の
状
況
は
、
昭
陽
を
巡
る
現
在
の
考
察
に
幾
つ
か
の

示
唆
を
与
え
る
。
ま
ず
、
青
木
輿
勝
の
蘭
学
師
範
就
任
は
、
藩
全
体
の
合
議
に



よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
藩
主
は
後
に
そ
の
本
草
学
の
知
識

で
シ
l
ボ
ル
ト
さ
え
驚
か
せ
た
と
い
う
黒
田
斉
清
で
は
あ
る
が
、
彼
は
ま
だ
幼

児
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
蘭
学
に
理
解
あ
る
藩
主
の
一
存
で
決
定
さ
れ
た
の
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
福
岡
と
い
う
「
場
所
」
に
関
し
て
重
要
な
意
義
を
持

つ
。
即
ち
、
不
特
定
多
数
意
見
の
構
成
が
、
幾
多
も
の
討
議
を
経
て
力
動
的
に

藩
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
姿
に
落
ち
着
い
た
も
の
だ
と
舌
早
え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
藩
主
と
も
ど
も
藩
意
は
積
極
的
に
蘭
学
者
を
登
用
し
始
め
る
。
そ
の

内
容
的
傾
向
は
右
記
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
本
来
、
経
世
済
民
の
学
に

属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
最
も
火
急
の
事
柄
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
に
は
福
岡
藩
に
と
っ
て
の
「
場
所
」
に
関
係
す
る
歴
史
的

背
景
と
、
差
し
迫
っ
た
現
実
と
が
あ
っ
た
。

亀井問題・頼山陽の再会と文政元年の福碕

(
三
)
福
岡
藩
の
蘭
学
と
そ
の
背
景

右
記
の
歴
史
的
背
景
と
は
寛
永
一
八
年
(
一
六
四
一
)
に
幕
府
か
ら
命
じ
ら

れ
た
「
長
崎
御
番
」
、
即
ち
長
崎
警
備
で
あ
る
。
「
長
崎
御
番
」
は
、
翌
、
寛
永

一
九
年
(
一
六
四
二
)
に
は
、
佐
賀
藩
に
も
命
じ
ら
れ
、
原
則
的
に
一
年
交
替

で
そ
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
福
岡
と
い
う
大
藩
で
あ
る
こ
と

や
、
古
来
大
陸
と
の
繋
が
り
が
深
い
こ
と
、
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
長
崎
に
近
い

と
い
う
こ
と
な
ど
の
総
合
的
な
「
場
所
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

が
、
早
く
か
ら
福
岡
藩
の
目
を
西
洋
へ
向
け
る
の
に
役
立
っ
た
と
言
え
る
。
本

格
的
な
蘭
学
の
導
入
は
福
岡
藩
は
江
戸
よ
り
遅
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
す
で
に
一

六
五

0
年
代
に
若
き
貝
原
益
軒
が
医
学
を
主
目
的
と
し
て
長
崎
に
赴
き
、
そ
の

後
の
実
証
的
な
学
間
の
手
掛
か
り
を
得
た
こ
と
や
、
福
岡
藩
の
蘭
方
医
の
先
駆

け
と
さ
れ
る
原
三
信
が
一
六
八

0
年
代
に
長
崎
出
島
の
蘭
館
医
よ
り
修
業
免
状

を
得
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
福
岡
藩
は
蘭
学
が
早
く
か
ら
日
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常
化
し
、
例
え
ば
貝
原
益
軒
の
よ
う
に
伝
統
的
な
学
問
と
融
合
し
て
い
た
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。

貝
原
益
軒
の
業
績
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
ほ
ん
の
一
例
と
し
て
、
博
物
学
の
代
表
的
な
著
作
「
大
和
本
草
』
に
は
、

日
本
、
中
国
、
そ
し
て
南
蛮
渡
来
の
知
識
と
が
適
宜
説
明
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
「
み
い
ら
」
の
項
で
は
「
盤
舶
来
な
り
。
種
品
あ
り
。
木
乃
伊
は
人
を

蜜
漬
に
し
た
る
を
云
ふ
。
唐
音
も
な
い
と
云
。
み
い
ら
は
費
名
、
も
み
い
音
相

近
き
ゅ
ゑ
、
暫
く
木
乃
伊
に
充
つ
。
其
説
六
物
新
誌
に
詳
な
り
。
み
い
ら
は
ゑ

げ
ふ
、
限
人
多
園
て
ん
ら
ん
ど
圃
ら
ん
ど
は
島
の
こ
と
な
り
。
及
あ
れ
き
さ
ん

て
れ
い
や
園
古
墓
中
よ
り
ほ
り
出
す
。
」
伺
と
、
寛
永
一
六
年
(
一
六
三
九
)
に

鎖
国
が
完
成
し
た
後
の
当
時
と
し
て
は
長
崎
に
赴
い
て
得
る
し
か
な
か
っ
た
各

国
の
情
報
を
列
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
年
間
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
、
文
化
十
年
(
一
八
一
三
)
、

貝
原
益
軒
の
百
回
忌
に
関
し
て
『
黒
田
新
績
家
譜
巻
之
四
十
八
・
粛
清
記
六
』

で
は
、
「
同
(
六
月
)
廿
七
日
、
貝
原
久
兵
衛
篤
信
か
百
回
思
也
。
粛
清
聞
て

彼
ハ
我
園
に
て
有
徳
の
人
な
れ
ハ
、
功
臣
に
代
参
を
遣
さ
る
h

例
に
随
へ
し
と

て
、
興
膳
築
助
小
姓
を
其
墓
所
金
龍
寺
に
代
参
と
し
、
香
典
銀
を
賜
ふ
。
」
同
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
前
後
に
は
、
藩
主
黒
田
斉
清
は
積
極
的
に
藩
内

の
諸
士
の
武
芸
を
見
学
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
黒
田
新
績
室
翠
之
四
十
八
・

粛
清
記
六
』
に
よ
れ
ば
こ
の
年
の
秋
「
十
一
月
期
月
、
粛
清
、
香
西
庄
左
衛
門

納
戸
組
武
田
流
軍
事
者
を
め
し
、
始
て
軍
事
を
撃
ひ
給
へ
り
。
」
同
と
あ
る
。
貝
原

益
軒
に
代
表
さ
れ
た
総
合
的
な
学
問
が
亀
井
昭
陽
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
着
々
と

新
し
い
姿
を
と
り
始
め
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
環
境
の
中
で
、
一
層
蘭
学
の
要
請
が
増
し
て
き
た
際
に
、

藩
意
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
能
力
の
あ
る
者
を
用
い
て
本
格
的
に
蘭
学
を
導
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入
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、
折
し
も
廃
校
に
な
っ
て
行
く
先
の
無
く
な
っ
た

旧
甘
業
館
の
若
い
知
識
人
集
団
に
相
当
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
も
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
か
ね
て
よ
り
蘭
学
に
関
心
の
あ
っ
た
旧
甘
業
館
の
門
人

達
に
と
っ
て
も
、
学
問
的
欲
求
の
進
展
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
生
活
の

糧
で
も
あ
っ
た
。

他
方
、
差
し
迫
っ
た
現
実
と
は
、
国
際
情
勢
で
あ
る
。
既
に
亀
井
南
冥
が
廃

軸
を
命
じ
ら
れ
た
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
に
は
ロ
シ
ア
使
節
が
根
室
に
来
航

し
通
商
を
要
求
、
そ
れ
以
来
し
ば
し
ば
近
海
に
出
没
し
、
幕
府
は
全
国
に
対
し

て
警
戒
を
要
請
し
て
い
た
。
特
に
福
岡
藩
周
辺
と
長
崎
周
辺
で
は
、
黒
田
斉
清

ゆ
き

(
当
時
は
長
順
)
が
わ
ず
か
一
歳
に
し
て
家
督
を
相
続
し
た
寛
政
七
年
(
一
七

九
五
)
以
降
で
も
、
頻
繁
な
朝
鮮
漁
船
の
漂
着
や
、
対
馬
近
海
の
異
国
船
出
没
、

長
崎
に
し
ば
し
ば
訪
れ
た
梼
葛
刺
(
イ
ギ
リ
ス
)
船
や
亜
墨
利
加
(
ア
メ
リ
カ
)

船
、
そ
し
て
、
文
化
元
年
(
一
八

O
四
)
の
魯
西

E
(
ロ
シ
ア
)
船
(
使
節
レ

サ
ノ
フ
)
の
長
崎
入
港
と
、
『
黒
田
新
績
家
譜
・
粛
清
記
』
同
の
記
述
も
、
長
崎

番
役
で
幼
少
の
斉
清
の
代
理
を
勤
め
て
い
た
秋
月
藩
主
黒
田
長
野
の
多
忙
さ
と
、

開
国
前
夜
の
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
化
五

年
(
一
八

O
八
)
に
は
長
崎
港
に
イ
ギ
リ
ス
船
フ
ェ

l
ト
ン
号
が
突
如
入
港
し
、

港
内
を
自
由
に
俳
佃
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
を
人
質
に
し
て
薪
水
を
要
求
す
る
と
い

う
事
件
さ
え
起
っ
た
判
。
こ
れ
が
、
翌
年
か
ら
亀
井
昭
臨
が
峰
山
勤
務
を
命
じ

ら
れ
た
直
接
の
事
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
際
情
勢
は
着
々
と
わ
が
国
の
開

国
へ
と
進
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
後
者
の
殖
産
興
業
に
つ
い
て
も
緊
急
の
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

藩
の
財
政
状
況
で
あ
る
。

福
岡
藩
も
他
藩
同
様
た
び
た
び
飢
鐘
に
襲
わ
れ
た
が
、
特
に
事
保
一
七
年

(
一
七
三
二
)
の
虫
害
を
契
機
と
し
た
大
飢
鐘
は
、
博
多
だ
け
で
も
数
千
の
餓

死
者
を
数
え
た
と
言
わ
れ
る
同
。
九
月
に
は
幕
府
は
西
南
諸
藩
の
大
坂
以
外
へ

の
米
輸
送
を
許
可
し
た
り
、
一

O
月
に
は
、
被
害
状
況
の
巡
視
の
た
め
目
付
を

派
遣
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
農
村
の
疲
弊
は
続
き
、
宝
暦
・
明
和
・
安
永
(
一

七
五
一

1

八
一
)
と
、
雑
穀
貯
蔵
や
年
貢
の
監
査
強
化
な
ど
の
対
策
を
打
ち
出

し
た
も
の
の
、
天
災
に
も
災
い
さ
れ
て
効
果
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。
宝
暦
六
年

(
一
七
五
六
)
に
は
米
穀
貯
蔵
に
端
を
発
し
た
増
除
米
の
新
設
に
早
良
郡
有
田

村
の
庄
屋
松
尾
勝
三
郎
が
藩
に
減
免
の
訴
え
さ
え
起
こ
し
て
い
る
。
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
に
も
大
飢
鐘
が
起
こ
り
農
村
は
疲
弊
し
き
っ
た
。
甘
業
館
、
修

猷
館
が
設
立
さ
れ
た
天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
に
は
、
鞍
手
郡
原
田
村
で
庄
屋

の
不
正
を
訴
え
る
目
安
箱
が
出
て
い
る
し
、
こ
の
種
の
こ
と
は
そ
の
後
頻
発
し
、

藩
政
批
判
や
打
ち
壊
し
な
ど
に
発
展
す
る
。
宝
暦
の
頃
に
比
べ
て
、
農
民
自
身

の
自
覚
も
増
し
、
藩
政
の
一
層
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
『
福

岡
県
史
』
所
収
の
野
口
喜
久
雄
「
文
化
期
の
福
岡
藩
藩
政
|
財
政
政
策
を
中

心
と
し
て
」
に
は
天
明
・
寛
政
期
(
一
七
八
一
ー
一
八

O
一
)
は
藩
制
の
矛

盾
の
激
発
期
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
が
解
体
過
程
に
突
入
し
た
時
期
だ
と
述
べ
ら

れ
る
同
。
甘
業
館
の
廃
止
は
、
こ
の
よ
う
な
藩
財
政
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
が
そ
の
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

と
こ
ろ
で
、
亀
井
昭
陽
と
頼
山
陽
が
出
会
っ
た
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
は
、

直
前
の
文
化
年
間
(
一
八

O
四
一
八
)
の
財
政
が
破
綻
し
た
時
期
に
相
当
す

る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
一
八
世
紀
末
の
福
岡
藩
政
は
困
難
の
極
み
で
あ
っ
た

が
、
享
和
(
一
八

O
一

O
四
)
・
文
化
年
間
に
も
藩
政
改
革
の
試
み
は
続
け

ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
右
の
野
口
論
文
で
も
資
料
を
基
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
疲
弊
し
き
っ
た
農
民
に
対
し
て
藩
財
政
の
危
機

を
し
わ
寄
せ
す
る
ゆ
と
り
も
な
く
、
農
民
闘
争
の
激
化
を
招
く
べ
き
農
民
層
の

分
解
も
進
行
し
て
お
り
、
結
局
「
農
民
政
策
・
労
働
力
確
保
の
政
策
か
ら
秩
序



維
持
の
政
策
へ
と
農
政
を
転
換
」
糊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
事
実
、

亀
井
昭
陽
と
頼
山
陽
の
再
会
三
年
後
の
文
政
四
年
(
一
八
二
一
)
に
は
徳
政
令

を
出
し
て
、
借
金
の
返
済
を
免
除
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
小
論
の
考
察
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
、
「
家
臣
団
に
犠
牲
を
強
い
る
」
刷
と
い

う
、
昭
陽
に
と
っ
て
不
利
な
方
向
転
換
に
結
び
つ
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

亀井昭騒・車富山爆の再会と文政元年の福岡

(
四
)
亀
井
昭
陽
と
福
岡
と
い
う
場
所

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
総
て
の
こ
と
か
ら
、
亀
井
昭
陽
に
と
っ
て
の
当
時
の
福

岡
藩
の
状
態
は
、
決
し
て
好
ま
し
い
状
態
で
は
無
か
っ
た
と
き
早
え
る
。

右
に
比
較
し
た
よ
う
に
但
徳
学
を
主
流
と
し
た
甘
業
館
の
、
修
誠
館
に
対
す

る
特
徴
は
経
世
済
民
の
学
、
す
な
わ
ち
実
学
的
な
面
に
あ
っ
た
が
、
す
で
に
時

代
は
蘭
学
を
導
入
し
、
そ
れ
を
実
学
と
し
て
活
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況

に
差
し
か
か
っ
て
い
た
。
福
岡
藩
の
歴
史
に
於
い
て
も
、
ま
た
、
亀
井
一
門
の

学
統
か
ら
言
っ
て
も
、
蘭
学
導
入
が
容
易
な
場
所
的
状
況
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
晩
年
の
亀
井
昭
陽
が
経
学
を
論
じ
て
も
、
そ
の
側
面
に
は
、
修
猷

館
の
学
統
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
福
岡
藩
の
場
合
特
に
、
藩
主
の
天
折
が
続
い

た
り
、
家
系
が
絶
え
た
り
し
た
事
情
か
ら
、
藩
の
総
意
の
力
動
の
結
果
だ
け
に

動
か
し
が
た
い
条
件
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
但
徳
学
を
継
承
し
た
亀
門
学
の
当
主
と
し
て

の
一
個
人
、
昭
陽
は
旧
甘
裳
館
の
学
生
が
蘭
学
に
向
か
お
う
と
す
る
の
を
後
追

い
す
る
よ
り
は
、
自
ら
の
学
問
を
完
成
す
る
こ
と
を
意
志
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
甘
業
館
廃
校
の
前
年
、
寛
政
九
年
(
一
七
九
七
)
に
執
筆
さ
れ
た

『
月
窟
沙
筆
』
で
は
『
論
語
語
由
』
に
つ
い
て
、

「
是
以
我
将
遂
績
父
之
事
。
大
論
名
教
之
要
。
昭
詩
書
之
道
。
開
王
侯
之
務
。

訓
事
者
之
方
。
以
先
賢
君
子
之
闘
。
以
達
周
公
仲
尼
之
志
。
而
輝
同
日
域
光
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華
子
大
海
之
外
罵
。
」
(
句
点
は
筆
者
。
)
同

ー
か
く
し
て
私
は
ま
さ
に
父
の
仕
事
を
継
ぎ
、
大
い
に
名
教
の
要
点
を
論
じ
、

『
詩
経
』
『
害
経
』
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
、
王
侯
の
任
務
を
開
示
し
、
学
問
の

道
を
教
え
、
先
賢
君
子
の
不
足
を
補
い
、
周
公
や
孔
子
の
志
を
達
成
し
て
、
日

本
の
栄
光
を
大
海
の
彼
方
ま
で
輝
か
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
『
福
岡
県
史
』
所
収
の
井
上
忠
「
蘭
学
」
に
も
、
弟
子
の
岡
研
介
の

蘭
学
修
行
に
対
し
て
「
知
を
貧
る
の
あ
ま
り
人
倫
の
常
理
を
失
わ
」
同
な
い
よ

う
諭
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
研
究
者
の
生
き
方
と
し
て
正

当
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
て
き
た
藩
の
諸
々
の
事
情
は
、
そ
の
研
究
を
遂
行
す

る
ゆ
と
り
さ
え
奪
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
亀
井
昭
陽
と
頼
山
陽
と
の
福
岡
で
の
再
会
は
、
こ
の
よ
う
な
「
場

所
」
の
総
合
的
な
構
成
の
上
に
成
立
し
た
。
こ
の
こ
と
を
省
み
れ
ば
、
彼
ら
の

再
会
の
状
況
の
不
自
然
さ
の
意
味
が
一
層
明
瞭
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
後
、
日
本
中
が
幕
末
と
維
新
と
い
う
大
混
乱
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
。
混
乱
の
中
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
筆
力
を
持
っ
た
頼
山
陽
が
時
代
の
寵

児
と
な
り
、
亀
井
昭
陽
は
学
問
的
深
遠
さ
ゆ
え
に
、
も
し
く
は
専
門
的
潔
癖
さ

ゆ
え
に
、
時
代
の
表
舞
台
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
も
研

究
に
耐
え
得
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
僅
か
の
校
本
や
写
本
を
頼
り

に
熱
心
な
読
者
は
常
に
存
在
し
た
。
小
役
人
と
し
て
の
勤
務
の
合
聞
に
主
に
朝

夕
の
限
ら
れ
た
時
聞
に
私
塾
で
教
え
た
昭
陽
に
と
っ
て
そ
れ
は
何
よ
り
の
幸
い

で
あ
っ
た
。
時
代
の
表
舞
台
か
ら
は
去
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
経

学
の
主
流
と
し
て
の
立
場
は
守
り
続
け
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
在
り
方
こ
そ

が
、
普
遍
的
な
「
場
所
」
そ
の
も
の
が
全
体
的
な
構
成
に
よ
っ
て
個
を
成
立
せ

し
め
る
と
と
も
に
個
も
ま
た
全
体
を
構
成
す
る
と
い
う
「
場
所
の
自
己
限
定
」
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の
亀
井
昭
陽
な
り
の
存
在
の
仕
方
で
も
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
日
、
亀
井
南
冥
・
昭
陽
父
子
を
は
じ
め
と
す
る
一
族
の
墓
所
は
、
地
下
鉄

唐
人
町
駅
と
西
新
駅
の
ま
ん
な
か
辺
り
、
福
岡
市
中
央
区
地
行
の
浄
満
寺
に
在

る
。
貝
原
益
軒
の
墓
所
、
中
央
区
今
川
の
金
龍
寺
と
は
国
道
二

O
二
号
線
を
挟

ん
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
繁
華
街
の
一
角
と
言
っ
て
も
よ
い
住
宅
地
の
中
で
、

い
ず
れ
も
訪
れ
る
人
は
少
な
い
が
、
い
つ
訪
れ
て
も
常
に
新
し
い
花
が
供
え
て

あ
る
。
こ
れ
も
福
岡
と
い
う
場
所
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

制註同

『
成
園
治
要
』
巻
之
下
、
『
亀
井
南
冥
昭
陽
全
集

年
、
五

O
八
頁
。

九
州
大
学
蔵
本
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
註
例
の
全
集
本
五

O
八
頁
下
段
九
行
目
の

「
私
病
」
は
「
利
病
」
、
ま
た
、
同
頁
下
段
一
行
自
の
「
小
撃
」
は
「
大
事
」
と
な
っ

て
い
る
。

『
修
猷
館
七
十
年
史
』
福
岡
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
、
昭
和
三

O
年
、
一
八
一

九
頁
。

註

mと
同
書
、
三
四
頁
。

註
問
と
同
書
、
四
四
頁
。

川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
黒
田
家
譜
第
五
巻
』
文
献
出
版
、

昭
和
五
八
年
、
ゴ
一

O
八
頁
。

註
側
と
同
書
、
四
一

O
頁。

註

mと
同
書
、
四
四
!
四
五
頁
。

川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
黒
田
家
譜
第
六
巻
』
文
献
出
版
、

昭
和
五
八
年
、
一
九
頁
。

井
上
忠
「
蘭
学
」
『
福
岡
県
史
通
史
編
福
岡
市
滞
文
化
(
上
)
』
西
日
本
文
化

協
会
、
平
成
五
年
、
三
五
五
三
五
七
頁
。

註
例
と
同
書
、
一
九
頁
。

平
野
邦
雄
・
飯
田
久
雄
『
福
岡
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
四
/
一
九
八

九
、
二
一
四
一
二
五
頁
、
な
お
、
同
書
一
二
四
頁
に
洋
学
の
理
解
者
と
し
て
の

藩
主
を
「
斉
隆
・
長
湾
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
斉
清
・
長
湾
」
で
あ
ろ
う
。

第
六
巻
』
葦
書
房
、
昭
和
五
四

。時。時例制例。1)側b事。時制

例制)例制)同制同

註
側
と
同
書
、
二
一
五
頁
。

益
軒
会
編
『
益
軒
全
集
全
八
巻
之
六
』
国
書
刊
行
会
、
七
七
一
頁
。

註
酬
と
同
書
、
四
二
五
頁
。

註
附
と
同
書
、
四
二
六
頁
。

註
側
と
同
室
目
。

註
倒
と
同
書
。
三
七
九
|
三
八
二
頁
。

福
岡
地
方
史
研
究
会
編
『
福
岡
歴
史
探
検
』
海
鳥
社
、
一
九
九
一
、
二

O

二一

頁。野
口
喜
久
雄
「
文
化
期
の
福
岡
藩
藩
政

l
財
政
政
策
を
中
心
と
し
て
|
」
『
福
岡

県
史
近
世
研
究
編
福
岡
藩
(
一
)
』
西
日
本
文
化
協
会
、
昭
和
五
八
年
、
一
五

五
頁
。

註
帥
と
同
書
、
一
七
九
頁
。

註
帥
と
同
書
、
一
七
九
頁
。

次
に
「
日
本
」
を
意
味
す
る
語
が
あ
る
の
で
一
字
あ
け
て
い
る
。

『
月
窟
沙
筆
』
写
本
、
東
京
大
学
図
書
館
蔵
。

註
伺
と
同
書
、
三
五
七
頁
。

隆司同事力例制 ~4)*
本
誌
前
号
掲
載
の
小
論
前
編
、
=
五
頁
上
段
七
行
目
『
日
本
開
花
小
史
』
は
、
『
日

本
開
化
小
史
』
に
、
ご
訂
正
を
お
願
い
し
ま
す
。

*
小
論
執
筆
に
当
り
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
、
九
州
大
学
図
書
館
お
よ
び
福
岡

県
立
修
猷
館
高
等
学
校
図
書
館
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

(
あ
ら
き

福
岡
女
学
院
大
学
教
授
)

ま
さ
み


