
　
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、「
糟
屋
郡
須
恵

村
」を
検
索
し
た
結
果
を
報
告
し

ま
す
。
今
回
は
正
月
に
ふ
さ
わ
し

い
話
題
を
と
思
い
、
少
し
方
向
を

転
じ
て「
高
場
乱お

さ
む」で
検
索
し
た
結

果
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

3
5
5
件
も
ヒ
ッ
ト
し
た
の
は
驚

き
ま
し
た
。

　
高
場
乱
の
父
正
山
は
須
恵
の
眼

科
医
岡
正
節（
藩
医
。
高
場
か
ら

岡
に
姓
を
改
め
る
）の
三
男
で
、博

多
に
移
り
眼
科
医
を
開
業
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
次
女
に
生
ま
れ
た

乱
は
男
装
・
帯
刀
し
て
生
涯
を
送
り
、

眼
科
医
で
あ
る
と
同
時
に
塾（
興
志

塾
）を
開
い
て
人
材
育
成
に
努
め
ま

し
た
。
塾
が
あ
っ
た
の
は
博
多
の

南
に
隣
接
す
る
住
吉
村
字
人
参
畑

（
現
在
の
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前

四
丁
目
）で
、
そ
の
た
め
乱
は「
人

参
畑
の
ば
あ
さ
ん
」「
人
参
畑
の
先

生
」と
呼
ば
れ
、塾
は「
人
参
畑
塾
」

と
い
う
通
称
で
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

自
由
民
権
運
動
の
時
期
に
、
弟
子

が
玄
洋
社
を
結
成
し
た
こ
と
か
ら

「
玄
洋
社
生
み
の
親
」と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
昨
年
、
福
岡
市
博
多
区
千
代
の

崇
福
寺
、
玄
洋
社
墓
地
の
一
角
に

高
場
乱
の
銅
像（
写
真
）が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
墓
地
に
は
高
場
乱
の

墓
も
あ
り
、「
高
場
先
生
之
墓
」と
い

う
題
字
は
勝
海
舟
の
書
で
、
経
歴

を
記
し
た
裏
面
の
墓
誌
に
は「
先
祖

は
須
恵
の
人
」と
い
う
言
葉
も
彫
り

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
人
参
畑
か
ら

須
恵
に
往
復
す
る
時
に
は
、
牛
に

横
座
り
し
て
い
た
と
言
わ
れ
、
そ

の
ポ
ー
ズ
の
肖
像
画
も
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

●『
継
興
医
報
』第
43
号（
継
興
医
報

社
、1
8
9
7
年〔
明
治
30
年
〕10

月
12
日
発
行
）に「
人
参
畑
の
先
生

（
承
前
）」が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

医
学
関
係
の
雑
誌
で
す
。
初
め
に

「
承
前
」（
前
号
か
ら
続
く
と
い
う
意

味
）と
あ
り
ま
す
が
、第
42
号
は
国

会
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
最
後
に「
以
下
次
号
」と
あ
る

も
の
の
、
第
44
号
に
は
該
当
す
る

記
事
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
第

45
号
以
下
は
国
会
図
書
館
が
所
蔵

し
て
い
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
、『
継

興
医
報
』で
は
前
後
が
な
い
途
中
部

分
の
記
事
し
か
判
明
し
ま
せ
ん
。

　
こ
の
記
事
は
次
の『
陽
明
学
』か

ら
転
載
さ
れ
た
も
の
と
分
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
高
松
正
道

編『
清
風
明
月
』（
名
家
文
庫
、第
2

編
、
大
学
館
、1
8
9
9
年〔
明
治

32
年
〕8
月
）に
も
収
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
こ

で
は『
陽
明
学
』か
ら
高
場
乱
に
触

れ
た
部
分
を
収
録
し
ま
す
。
作
者

の「
天
眼
子
」は
お
そ
ら
く
鈴
木
天

眼
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
福
島
県
出

身
で
高
場
乱
の
弟
子
に
あ
た
る
玄

洋
社
の
人
た
ち
と
も
交
際
し
、
長

崎
で『
東
洋
日
の
出
新
聞
』を
発
行

し
て
い
ま
し
た
。
後
に
衆
議
院
議

員
と
な
り
ま
し
た
。

　
内
容
は
か
な
り
正
確
で
す
。
た

だ
乱
の
弟
子
は「
人
を
殺
し
、家
を

焼
き
、
入
牢
、
遠
島
の
刑
を
経
て
」

と
い
う
部
分
は
少
し
説
明
が
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
幕
末
・
明
治

初
期
の
政
治
的
混
乱
を
背
景
に
し

た
表
現
で
す
。
江
戸
幕
府
が
滅
亡

し
た
際
の
、
東
北
で
の
戊
辰
戦
争

に
従
軍
し
、
西
南
戦
争
で
は
西
郷

軍（
賊
軍
）の
側
に
立
っ
て
参
加
し

た
と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

確
か
に
箱
田
六
輔
は
糸
島
の
姫
島

に
流
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
引
用
に
あ
た
り
濁
点
や

句
読
点
を
付
し
ま
し
た
。
明
白
な

誤
字
は
正
し
た
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
　
】内
に
注
記
を
加
え
て
い
ま
す
。

読
み
に
く
い
と
こ
ろ
に
は
ル
ビ
を

付
し
ま
し
た
。

●『
陽
明
学
』第
31
号（
鉄
華
書
院
、

1
8
9
7
年〔
明
治
30
年
〕8
月
）

　
　
人
参
畑
の
先
生
　
天
眼
子

　
九
州
の
一
雄
郷
た
る
福
岡
と
云

ふ
は
、筑
前
の
一
隅
、玄
海
の
洋
に

臨
む
処
に
在
り
て
、
人
情
疎
野
に

し
て
士
気
果
報
、
機
を
視
て
輙す

な
わ
ち

起
ち
、難
に
応
じ
て
輙
ち
赴
き
、痛

く
前
敗
を
悔
い
て
事
に
沮は

ば

み
、
深

く
後
図
を
慮
り
て
物
に
逡た

め

巡ら

ふう

の

事
な
く
、気
概
一
徹
、直
に
万
の
障

碍
に
衝つ

き

当あ
た

る
の
風
あ
り
け
り
。（
略
）

　
さ
れ
ど
此
人
々
の
外
に
真
丈

夫【
真
の
一
人
前
の
男
性
】な
ら
で
、

真ま

す
ら
武ぶ

夫ふ

の
振
舞
を
為
し
、
如

何
に
も
土
地
の
気
風
を
代
表
し
、

又
此
人
々
の
中
の
或
者
に
師
匠
と

侍
か
れ
、
儀
表
と
仰
が
れ
ぬ
る
一

奇
代
の
傑
物
こ
そ
有
れ
。
其そ

は
人

参
畑
の
先
生
迚と

て

、姓
は
高
場
、名
は

乱
て
ふ【
と
い
う
】一
女
儒【
女
性
の

儒
学
者
】な
り
け
り
。

　
乱
の
家
は
世
々
眼
医
を
業
と
せ

り
。
乱
、
幼
名
は
養
命
。
母
は
阪

牧【
坂
牧
が
正
し
い
】右
門
の
姉
な

り
け
り
。
右
門
の
子
周
太
郎
は
徂

徠
学
派
の
随
一
な
る
、
亀
井
家
の

四
天
王
と
ま
で
呼
ば
れ
た
る
程
の

者
な
り
け
れ
ば
、
乱
は
幼
少
よ
り

阪
牧
家
に
至
り
、
親
し
く
周
太
郎

の
薫
化
を
享う

け
て
、
読
書
、
勉
強
、

怠
ら
ざ
り
け
り
。
十
六
才
の
比こ

ろ

ひお
い

奮
然
志
を
立
て
、
予
ね
て
貰
ひ
置

け
る
養
子
某
を
離
別
し
、
家
を
棄

て
ゝ
阪
牧
の
塾
に
投
じ
、
終
に
亀

井
家
に
出
入
し
て
学
を
修
め
け
る
。

　
眼
医
者
の
家
を
継
ぎ
た
る
事
な

れ
ば
、
乱
は
男
の
装
を
為
し
、
刀
・

脇
指
を
帯
び
て
患
家
を
廻
は
り
け

る
が
、世
の
人
、乱
の
風
体
の
斯
く

な
る
上
、気
象
、言
貌
の
如
何
に
も

雄
々
し
き
を
見
て
、
誠
の
男
子
と
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信
じ
居
た
り
け
り
。

　
乱
、二
十
四
、五
才
の
頃
家
塾
を

設
け
、
多
少
の
書
生
を
養
成
し
け

る
が
、生
来
多
病
の
為
め
、頗
る
困

難
を
極
め
け
れ
ど
、
病
を
強
い
て

教
授
、感
化
懈
ら
ざ
り
け
る
。

　
乱
、家
属
は
至
て
少
な
く
、母
死

去
の
後
は
全
く
独
身
と
為
り
け
れ

ば
、其
姉
の
子
、小
田
応
を
容
れ
て

養
子
と
為
し
け
る
が
、食
事
、洗
濯
、

よ
ろ
づ
の
事
は
渾す

べ
て
塾
生
の
手

に
任
か
せ
け
り
。

　
明
治
六
、七
年
の
頃
、乱
は
弥

い
よ
い
よ

家

塾
を
盛
大
に
し
、
他
県
よ
り
遙
々

笈お
い

を
負
ふ
て
門
に
臻い

た

る
者
さ
へ
有

る
に
至
れ
り
。
此
頃
、
人
参
畑
の

先
生
の
名
、
漸
く
喧か

ま
び
す

し
く
成
行
き

け
り
。
思
ふ
に
乱
は
筑
前
国
那
珂

郡
住
吉
村
な
る
、
福
岡
の
市
を
去

る
半
里
許
り
の
所
、
字
人
参
畑
と

云
ふ
田
畑
の
中
に
一
軒
家
を
構

へ
、
開
き
た
る
事
故
、
福
岡
の
人

は
誰
も
高
場
乱
の
名
を
言
ふ
者
な

く
、
単
に
人
参
畑
の
先
生
と
は
称と

な

へえ

け
る
な
り
。
其
頃
、
高
場
の
塾

生
と
云
ふ
は
、
重
も
に
旧
藩
の
兵

隊
に
し
て
、箱
田
六
助【
六
輔
が
正

し
い
】、
進
藤
喜
平
太
、
阿
部
武
三

郎
、松
井
愚【
松
浦
が
正
し
い
】、宮

川
太
一
郎
な
ど
云
ふ
、
何
れ
も
剱

気
胸
臆
に
蟠わ

だ
か
ま

り
、
腥
血
襟
辺
に
鮮

か
な
る
猛
者
に
し
て
、
或あ

る
い

は
人
を

殺
し
、或
は
家
を
焼
き
、入
牢
、遠

島
の
刑
を
経
て
、
辛
ふ
じ
て
頸
の

繋
が
れ
ぬ
る
浮
浪
の
徒
、
慓
悍
の

輩
は
、四
方
よ
り
寄
り
来
り
、端
な

く
一
の
聖
学
を
修
業
す
る
梁
山
泊

を
ぞ
現
は
し
け
る
。

　
乱
、
平
生
教
授
の
法
は
書
に
在

ら
ず
し
て
道
に
在
り
。
虚
文
に
非

ず
し
て
実
行
に
在
り
て
、
務
め
て

道
の
大
要
を
説
き
、
細
事
を
ば
各

自
の
自
ら
修
む
る
に
任
か
せ
け
り
。

固も
と

よ
り
亀
井
の
学
派【
旧
藩
校
甘か

ん

棠と
う

館
長
、亀
井
南
冥
の
学
派
】な
れ
ば
、

教
科
の
書
迚
印
刻
の
も
の
を
用
ゆ

る
事
な
く【
亀
井
南
冥
の
著
作
は

印
刷
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
】、皆
塾

生
に
手
写
さ
せ
、
朱
子
註
な
ど
入

り
居
る
を
ば
皆
塗
抹
さ
せ
、
更
に

己
れ
の
信
ず
る
所
を
聴き

か

せ
て
真
黒

に
書
入
れ
さ
せ
け
る
。
去
れ
ば
読

本
迚
は
論
語
、周
易
等
の
外
、僅
か

に
史
記
、靖せ

い

献け
ん

遺い

言げ
ん

、三
国
志
、水

滸
伝
の
類
に
て
、
主
と
し
て
敢
為

勇
猛
の
気
象
を
ぞ
練
ら
し
め
け
る
。

明
治
十
年
西
南
戦
争
の
際
は
、
高

場
の
塾
生
挙こ

ぞ

つ
て
建
部
小
四
郎【
武

部
が
正
し
い
】、
越
智
彦
四
郎【
越

知
が
正
し
い
】等
の
企
に
与く

み
し
た

り【
武
部
、越
知
は
い
ず
れ
も
死
刑

に
な
っ
た
】。
中
に
は
単
身
薩
軍
に

投
じ
た
る
者
も
あ
り
け
り【
後
の
衆

議
院
議
員
、
炭
鉱
家
平
岡
浩
太
郎

が
該
当
す
る
】。
兵
を
起
す
迄
は
彼

等
人
参
畑
の
塾
を
以
て
集
会
所
と

為
し
、人
の
耳
目
を
避
け
た
れ
ば
、

暴
発
に
及
ん
で
乱
も
亦
塾
生
叛
逆

の
発
頭
人
と
の
嫌
疑
を
受
け
、
官

の
捕
ふ
る
処
と
な
り
、
永
く
囹れ

い

圄ご

に
繋
が
れ
た
り
。

　
乱
の
捕
は
る
ゝ
や
、
警
吏
を
門

に
待
た
し
め
、
徐そ

ろ

々そ
ろ

と
衣
服
を
着

更
へ
、威
儀
を
繕
ひ
、礼
容
を
正
し
、

徐
々
し
く
引
か
れ
行
き
け
る
。
又

糺
明
、審
問
に
遭
ふ
て
も
語
気
、容

貌
、
如
何
に
も
沈
実
に
し
て
少
し

も
、平
時
に
異
な
ら
ざ
り
し
と
云
ふ
。

　
塾
生
の
叛
逆
は
固
よ
り
乱
の
煽

す
る
処
に
非
ざ
れ
ば
、
厳
重
の
糺

問
、数
個
度
に
及
べ
ど
も
、固
よ
り

白
状
せ
ん
様
も
な
く
、
又
証
迹
の

挙
が
る
可
き
筈
も
無
け
れ
ば
、其
頃

武
断
苛
刻
の
政
道
の
常
迚
、判
官
は

終
に
乱
を
責
め
て
、
其
方
仮た

令と

ひい

謀
叛
の
一
条
存
ぜ
ず
と
申
募
る
と

も
、か
り
そ
め
に
も
多
数
の
子
弟
を

養
成
し
て
、其
者
共
皆
叛
逆
に
加
は

る
は
、平
素
の
引
立
方
不
埒
な
る
の

致
す
所
、
其そ

な
た方
不
心
得
の
罪
は
決

し
て
免
か
れ
難
き
ぞ
と
言
ひ
け
る

に
、
乱
は
従
容
と
し
て
判
官
に
向

ひ
、苟
も
聖
学
の
流
を
汲
む
者
、叛

逆
の
発
頭
人
と
指
さ
れ
候そ

う
ら
わ
ばは
、我
師
、

我
父
、我
父
祖
、我
末
代
に
対
し
て
決

し
て
忍
ぶ
可
き
所
に
あ
ら
ず
候そ

う
ら
えへ

共
、子
弟
を
養
ふ
て
監
督
行
届
か
ず
、

為
に
此こ

度た
び

の
一
条
に
及
び
候
段
は

如
何
に
も
恐
入
り
候
。
此
点
に
於

て
は
乱
の
一
身
、
如
何
様
の
御
処

刑
に
遭
ひ
候
と
も
、
固
よ
り
厭
ふ

所
に
無こ

れ

之な
く

候
。
去
り
乍
ら
乱
の
首

を
授
く
る
に
就
て
は
、
此こ

な
た方
に
も

一
ツ
の
望
者
有こ

れ

之あ
り

候
。
其そ

は
余
の

儀
に
も
候そ

う

はら
わ

ず
。
福
岡
県
令【
渡
辺

清
】は
聖
天
子
の
命
を
承
け
て
、福

岡
県
民
数
十
万
を
預
か
り
候
者
、さ

る
を
此
度
治
下
の
者
共
叛
逆
を
謀

る
に
及
び
候
は
、全
く
平
生
の
引
立

方
不
埒
に
し
て
、監
督
宜
し
き
を
得

ざ
る
よ
り
起
る
。
不
心
得
に
相
違

あ
る
ま
じ
。
然
る
以
上
は
乱
の
罪

に
比
し
て
、県
令
の
罪
多
く
と
も
少

な
し
と
は
謂
ふ
可
か
ら
ず
。
乱
に

於
て
は
疾
く
に
覚
悟
仕
り
ぬ
。
速

か
に
県
令
を
誅
し
、乱
の
首
と
并
べ

て
梟
木
に
懸
け
、賞
罰
を
正
し
て
天

下
に
示
し
候
へ
。
如
何
に
々
々
々

と
言
詰
め
た
り
。
サ
シ
モ
圧
制

に
習
へ
る
当
時
の
判
官
も
、
乱
が

此
道
理
あ
る
難
詰
に
、言
葉
屈
し
て
、

果
て
は
変
の
治
ま
る
を
待
て
、乱
を

赦
る
し
け
る
と
ぞ
。（
略
）

　
爾
来
漸
強
義
塾【
亀
井
学
派
の
学

校
と
さ
れ
る
】も
閉
ぢ
た
れ
ば
、乱

は
復
出
で
ず
。
独
り
家
塾
を
守
て

子
弟
を
教
育
せ
り
。
其
専
務
た
る

教
育
の
外
に
、
事
業
と
し
て
伝
ふ

可
き
無
け
れ
ど
、
乱
が
眼
病
を
治

す
る
に
妙
を
得
て
、
幾
多
の
患
者

を
済
し
た
る
と
、周
易
、卜ぼ

く

筮ぜ
い

に
達

し
て
隣
里
の
尊
信
を
得
た
る
と
は
、

其
生
涯
の
特
色
な
り
け
り
。

　
乱
は
明
治
廿
四
年
三
月
卅
一
日

没
し
ぬ
。
時
に
年
六
十
。
其
子
弟

之
を
福
岡
公
園
十
里
松
原
の
墓
地

に
葬
れ
り
。
送
葬
の
当
日
は
会
す

る
者
数
千
人
。
皆
粛
然
と
し
て
追

悼
の
涙
に
む
せ
べ
り
と
ぞ
。（
略
）高場乱銅像（福岡市博多区千代、崇福寺）
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