
　
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
、今
回
は「
糟
屋
郡

須
恵
村
」で
は
な
く
、「
目
養
生
」を

検
索
し
て
み
ま
し
た
。
江
戸
時
代

に
糟
屋
郡
須
恵
村
・
上
須
恵
村
に
、

泊
ま
り
が
け
で
目
の
治
療
に
行
く

こ
と
を
指
し
て
、「
目
養
生
」と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　
検
索
の
結
果
、た
ま
た
ま「
目
養

生
」の
三
文
字
を
含
む
医
療
機
関

が
ヒ
ッ
ト
し
た
り
し
て
、
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
須
恵
の
関
係
資
料
に
行

き
着
く
と
い
う
こ
と
は
難
し
か
っ

た
の
で
す
が
、
逆
に
分
か
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
目
養
生
は
広
い
意
味
で
は「
目

の
養
生
」を
意
味
し
、
た
と
え
ば
、

目
を
使
わ
な
い
で
休
ま
せ
る
こ
と
、

体
力
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
山
野

を
歩
く
こ
と
、
美
し
い
風
景
を
見

て
楽
し
む
こ
と（
ひ
い
て
は
目
を

和
ま
せ
る
こ
と
。
今
は「
目
の
保

養
」と
言
い
ま
す
ね
）に
至
る
ま
で
、

須
恵
と
関
係
な
く
使
わ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

　
ま
ず
須
恵
と
関
わ
り
の
あ
る
目

養
生
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に

触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
私
が
昔
、
西
日
本
新
聞

社
が
出
し
た『
福
岡
県
百
科
事
典
』

上
下
２
巻（
１
９
８
２
年
11
月
）に

書
い
た「
須
恵
目
薬
」を
引
用
す
る

こ
と
に
し
ま
す
。
国
会
図
書
館
が

「
送
信
サ
ー
ビ
ス
で
閲
覧
可
能
」に

限
定
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、

「
登
録
利
用
者（
本
登
録
）」を
行
う

こ
と
で
利
用
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

須
恵
目
薬
　
す
え
め
ぐ
す
り
　
粕

屋
郡
須
恵
町
で
幕
末
か
ら
昭
和
20

年
代
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い

た
目
薬
の
総
称
。
須
恵
町
に
は
江

戸
時
代
、上
須
恵
村
に
田
原
氏
、須

恵
村
に
高
場（
岡
）氏
と
２
人
の
眼

科
医（
藩
医
）が
い
て
繁
盛
し
た
こ

と
か
ら
、
村
民
に
は
目
養
生
の
た

め
の
宿
屋
を
営
む
も
の
が
多
く
、

傍
ら
目
薬
製
造
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

今
日
で
も
、
博
多
あ
た
り
で
は
紅も

絹み

に
包
み
貝
殻
に
入
っ
た
点
薬
を

記
憶
す
る
人
が
多
い
。
正

し
ょ
う

明め
い

膏こ
う

が

有
名
で
あ
る
が
、
の
ち
に
は
精
奇

水
や
真
珠
水
、
大
学
目
薬
に
似
せ

た
博
士
目
薬
な
ど
ガ
ラ
ス
瓶
入
り

の
点
眼
水
も
製
造
さ
れ
た
。
原
料

は
、
樟

し
ょ
う

脳の
う

、
竜
脳
と
地
元
産
出
の

滑
石（
温お

ん

石じ
ゃ
く

石
）な
ど
が
利
用
さ

れ
た
。
販
売
は
家
庭
配
置
売
薬
の

方
法
を
取
り
、
九
州
は
も
ち
ろ
ん

中
国
、
四
国
地
方
に
ま
で
行
商
を

し
た
。
１
９
０
３
年（
明
治
36
）に

は
13
人
の
売
薬
業
者
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
第
２
次
大
戦
後
も
し
ば

ら
く
は
小
包
で
各
地
に
送
っ
た
が
、

次
第
に
絶
え
て
現
在
は
製
薬
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。
目
薬
や
眼
科
医

関
係
の
資
料
は
町
立
歴
史
民
俗
資

料
館（
須
恵
町
皿
山
）に
展
示
す
る
。

（
上
巻
、１
０
２
７
ペ
ー
ジ
）

　
補
足
す
る
と
、樟
脳
・
竜
脳
・
滑

石
は
い
ず
れ
も
漢
方
の
薬
の
原
料

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア「
滑
石
」は

滑
石（
鉱
物
）と
滑
石（
岩
石
）を
分

け
て
説
明
し
、か
つ〈
第
十
六
改
正

日
本
薬
局
方
に
は「
カ
ッ
セ
キ
」の

項
に「
本
品
は
鉱
物
学
上
の
滑
石

と
は
異
な
る
」と
記
載
さ
れ
て
い

る
。〉と
あ
り
ま
す
。
上
の「
須
恵

目
薬
」の
説
明
で
、「
地
元
産
出
の

滑
石（
温
石
石
）な
ど
が
利
用
さ
れ

た
」と
い
う
と
こ
ろ
は
、
鉱
物
と

岩
石
の
区
別
が
不
十
分
で
、
今
と

な
っ
て
は
専
門
の
学
者
に
よ
る
検

証
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

　「
目
養
生
」は
江
戸
時
代
に
上
須

恵
村
の
田
原
眼
科
、
須
恵
村
の
高

場
眼
科（
後
に
岡
と
改
め
る
）の
治

療
を
受
け
る
た
め
に
、
各
地
か
ら

須
恵
を
訪
れ
る
こ
と
を
言
い
ま
し

た
。
そ
の
資
料
を
い
く
つ
か
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず『
博
多
津
要
録
』第
３
巻

（
西
日
本
文
化
協
会
、
１
９
７
８

年
）の
記
事「
柳
町
遊
女
、
須
恵
村

へ
目
養
生
に
参
り
申
す
事
」で
す
。

『
博
多
津
要
録
』は
櫛
田
神
社
所
蔵

で
、
江
戸
時
代
の
博
多
の
行
政
資

料
を
年
代
順
に
整
理
し
た
も
の
で

す
。

　
宝
暦
６
年（
１
７
５
６
年
）７
月

25
日
、
博
多
の
遊
郭
・
柳
町
の
大

坂
屋
甚
右
衛
門
が
博
多
の
役
所
に
、

自
分
の
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
遊

女
の「
に
し
き
」が
眼
気
で
困
っ
て

い
る
の
で
、
須
恵
村
に
養
生
に
行

か
せ
た
い
、
と
願
い
出
て
許
可
を

受
け
ま
し
た
。
そ
の
際
、
行
き
帰

り
と
も「
行あ

ん

駄だ

」を
利
用
し
た
い
と

も
願
い
出
て
、
こ
れ
も
許
可
さ
れ

ま
し
た（
３
１
４
ペ
ー
ジ
）。

　
江
戸
時
代
の
中
期
の
出
来
事
で
、

「
目
養
生
」が
須
恵
に
目
の
治
療
に

行
く
こ
と
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
遊
女
は
一
人
前
の
人

間
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
、

社
会
的
に
は
差
別
を
受
け
る
存
在

で
す
が
、
主
人
の
大
坂
屋
が
遊
女

の
治
療
に
骨
を
折
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
し
、
博
多
の
町
役

所
も
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
何
よ
り
も
須
恵
の
眼
科

医
が「
医
は
仁
術
」の
精
神
で
、
遊

女
で
あ
っ
て
も
治
療
を
受
け
入
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
出

来
事
が
可
能
だ
っ
た
の
で
す
。

　
眼
気
は
基
本
的
に
は
視
力
が
落

ち
て
も
の
が
見
え
に
く
く
な
る
と

い
う
意
味
の
よ
う
で
す
が
、
こ
の

場
合
は
失
明
に
近
い
状
態
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
し
ま
す
。

「
あ
ん
だ
」は
駕
籠
の
一
種
で
、
周

囲
に
囲
い
が
な
く
、
た
だ
左
右
に

畳
表
を
垂
ら
し
て
い
る
だ
け
の
簡

易
な
乗
り
物
を
言
い
ま
す
。
役
所

は
健
康
を
害
し
た
遊
女
に
、
特
別

に「
あ
ん
だ
」を
用
い
る
許
可
を
出

し
た
の
で
し
た
。

　『
山
口
麻
太
郎
著
作
集
２（
方
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言
と
諺
篇
）』（
佼
成
出
版
社
、

１
９
７
５
年
）の「
壱
岐
島
テ
ェ

モ
ン
集
」に
、「
須
恵
に
目
養
生
に

行
く（
眠
る
こ
と
）」と
い
う
一
行

が
あ
り
ま
し
た（
４
６
９
ペ
ー
ジ
）。

こ
れ
は
戦
前
、
壱
岐
島
で
こ
と
わ

ざ
と
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
の
よ

う
で
、何
の
説
明
も
な
い
の
で
、私

な
り
に
解
釈
し
て
み
る
こ
と
に
し

ま
す
。
目
養
生
に
行
く
目
的
地・須

恵
は
も
ち
ろ
ん
糟
屋
郡
の
須
恵
で
、

お
そ
ら
く
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時

代
ご
ろ
の
知
識
が
反
映
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
壱

岐
か
ら
糟
屋
郡
須
恵
に
目
の
治
療

に
行
く
こ
と
を
目
養
生
と
呼
ん
で

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
目
の

治
療
は
毎
日
点
眼
を
受
け
な
が
ら

数
か
月
、
須
恵
に
滞
在
し
て
効
果

が
現
れ
る
の
を
待
つ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
一
日
中
寝

て
過
ご
す
退
屈
さ
を
意
味
す
る

「
須
恵
に
目
養
生
に
行
く
」と
い
う

こ
と
わ
ざ
が
成
立
し
た
の
で
し
ょ

う
。
こ
の
言
葉
を
採
集
し
た
山
口

麻
太
郎
や
こ
の
本
の
編
者
で
あ
る

民
俗
学
者
た
ち
は
、
当
然
な
が
ら

筑
前
の
須
恵
や
、
目
養
生
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
と
想
像
し
ま
す
。

　
次
に
引
い
た
の
は
平
田
い
の

『
日
本
の
あ
け
ぼ
の
―
―
三
井
楽

と
遣
唐
使
』（
長
崎
県
南
松
浦
郡
三

井
楽
町
、
１
９
６
８
年
）の
一
節
で

す
。
三み

井い

楽ら
く

は
五
島
列
島
の
福
江

島
の
北
西
部
に
位
置
し
、
万
葉
集

や
遣
唐
使
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代
の
遣
唐
使

が
中
国
に
渡
る
航
路
の
最
後
の
寄

港
地
の
一
つ
で
し
た
。

　
ま
た
天
明
六
年
旧
十
一
月
十
七

日（
こ
れ
は
沈
没
し
た
こ
と
を
、衣

類
が
三
井
楽
に
つ
い
て
沈
没
死
を

知
っ
た
日
）わ
が
先
祖
、直
封
の
妻

が
福
岡
に
目
養
生
に
行
き
全
快
の

帰
途
転
覆（
家
の
定
紋
の
つ
い
た

衣
類
と
か
或
は
下
僕
の
持
ち
物
と

か
で
あ
っ
た
ろ
う
）が
分
っ
た
と

云
ふ
。（
38
ペ
ー
ジ
）

　
天
明
６
年（
１
７
８
６
年
）、
平

田
家
の
先
祖
の
女
性
が
、
福
岡
に

（
つ
ま
り
糟
屋
郡
須
恵
に
）目
養
生

に
行
き
、
全
快
し
て
五
島
に
戻
る

途
中
、
船
が
転
覆
し
て
亡
く
な
っ

た
と
い
う
事
情
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
し
か
も
持
ち
物
が
漂
着
し
た

こ
と
で
遭
難
が
分
か
っ
た
の
で
、

遺
体
が
遺
族
の
も
と
に
戻
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
し
た
。「
直
封
の

妻
」は
少
な
く
と
も
下
僕
と
二
人

連
れ
で
行
動
し
て
い
ま
す
。

　
次
は
愛
媛
大
学
歴
史
学
研
究
会

が
編
纂
し
た『
宇
和
島
・
吉
田
藩
史

料
集
粋
』第
５
巻（
１
９
６
４
年
）

か
ら
の
引
用
で
す
。

寛
政
三
亥
六
月

一
、
勘
左
ヱ
門
母

粂
之
助
筑
前

目
養
生
ニ
参
事

（
52
ペ
ー
ジ
）

　
寛
政
３
年（
１
７
９
１
年
）に
宇

和
島
藩
の
庄
屋
勘
左
ヱ
門
の
母
が

粂
之
助
と
一
緒
に
筑
前
に
目
養

生
に
行
っ
た
、
と
い
う
記
事
で
す

が
、武
士
や
庄
屋
階
層
の
、生
活
に

余
裕
の
あ
る
人
物
で
な
い
と
遠
く

筑
前
ま
で
、
ま
た
長
期
に
わ
た
る

旅
行
は
で
き
ま
せ
ん
。
先
の
三
井

楽
の
場
合
も
こ
の
場
合
も
、
治
療

を
受
け
る
の
は
女
性
で
す
が
、
女

性
が
安
全
に
旅
行
で
き
る
仕
組
み

が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
し
、

元
来
が
目
が
不
自
由
な
の
で
、
同

伴
者
も
必
ず
必
要
だ
っ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
次
の
資
料
は
江
戸
時
代
の
俳
人

の
手
紙
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
も
の
で
す（
大
内
初
夫
ほ
か
校

訂『
天
明
期
諸
国
俳
人
書
簡
集
―

―
富
田
杜
音
宛
』落
柿
舎
保
存
会
、

１
９
７
７
年
）。
手
紙
は
日
付
だ

け
を
書
き
、
年
号
は
書
か
な
い
の

で
、五
月
十
一
日
付
け
、と
し
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
藤
田
源
九
郎
が
伊

賀
国
の
大
庄
屋
で
俳
人
の
富
田
杜

音
に
当
て
た
手
紙
で
す
。
天
明
は

１
７
８
１
年
～
１
７
８
９
年
。

86
　
藤
田
源
九
郎
書
簡

（
略
）

私
義
も
当
正
月
四
日
秋
元
但
馬
守

様
よ
り
、
川
部
儀
八
郎
正
秀
之
御

腰
御
拝
領
仕
候
故
、
右
御
礼
奉
申

上
度
奉
存
候
間
、
筑
前
須
恵
村
ニ

眼
病
養
生
と
し
て
罷
越
候
趣
を
以
、

御
暇
奉
願
候
而
、
当
二
月
十
九
日

長
崎
表
罷
立
候
而
小
倉
表
迄
罷
越

候
。
然
処
風
邪
下
り
腹
等
仕
候
ゆ

へ
、無
拠
長
崎
表
ニ
引
返
し
申
候
。

（
略
）（
91
ペ
ー
ジ
）

　
長
い
手
紙
で
、
意
味
が
取
り
に

く
い
の
で
す
が
、
前
後
の
文
章
を

省
い
て
、
筑
前
須
恵
村
に「
眼
病

養
生
」と
し
て
行
く
、
と
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
だ
け
を
引

き
ま
し
た
。
御
腰
は
御
腰
物
、
つ

ま
り
刀
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
川
部
儀
八
郎（
１
７
５
０
～

１
８
２
５
）は
刀
工
で
す
。
ま
た
、

秋
元
家
は
大
名
家
で
、
代
々
但
馬

守
を
称
し
て
い
ま
す
。
差
出
人
に

つ
い
て
は
、
長
崎
の
町
の
世
話
役

に
当
た
る「
年
行
司
」に
藤
田
源
九

郎
の
名
前
が
出
て
き
ま
す（
箭
内

健
次
ほ
か『
長
崎
県
の
歴
史
』文
画

堂
、１
９
６
０
年
、資
料
編
）。

　
手
紙
の
内
容
を
説
明
す
る
と
、

私
は
今
年
の
１
月
４
日
に
秋
元
但

馬
守
さ
ま
か
ら
刀
工
川
部
儀
八

郎
正
秀
の
刀
を
い
た
だ
い
た
の

で
、
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思

い
、
長
崎
を
出
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
旅
行
の
名
目
は
筑
前
須
恵
村

に
目
の
治
療
に
行
く
と
い
う
こ
と

で
、（
た
ぶ
ん
長
崎
奉
行
に
）「
お
い

と
ま（
御
暇
）」を
願
い
、
２
月
19
日

に
長
崎
を
出
て
小
倉
ま
で
行
っ
た

と
こ
ろ
で
、
風
邪
と
下
痢
で
や
む

を
え
ず
長
崎
に
引
き
返
し
ま
し
た
、

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
た
だ
、
目
的
は
秋
元
但
馬
守
に

刀
の
御
礼
を
言
う
た
め
の
旅
行
で
、

目
の
治
療
に
行
く
と
い
う
の
は
、

旅
行
の
許
可
を
得
る
た
め
の
、
単

な
る
口
実
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ

れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
な
か
な

か
旅
行
の
許
可
は
出
な
い
が
、「
眼

病
養
生
」（
目
養
生
と
同
じ
）と
言

え
ば
許
可
が
出
る
、
と
分
か
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

長
崎
か
ら
小
倉
ま
で
行
っ
た
の
で

は
、
須
恵
に
行
く
つ
も
り
は
元
々

な
か
っ
た
、
と
考
え
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

　『
南
串
山
町
郷
土
誌
』（
長
崎
県

南
高
来
郡
南
串
山
町
、
１
９
８
５

年
）に
復
明
堂
と
い
う
屋
号
を
持

つ
眼
科
医
・
馬
場
道
甫
と
そ
の
子
、

恒
男
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す（
４

ペ
ー
ジ
）。
そ
の
中
に
、「
父
の
医

業
を
継
ぐ
。
す
ぐ
れ
た
眼
科
医
で
、

県
下
の
三
眼
科
医（
大
村
の
楠
木
・

田
結
の
高
浜
・
南
高
の
馬
場
）の
一

人
と
い
わ
れ
て
い
た
。
患
者
が
多

く
、
近
く
の
民
家
に『
目
養
生
』宿

と
し
て
寄
宿
す
る
者
も
多
か
っ

た
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
か

ら
大
正
ぐ
ら
い
の
こ
と
の
よ
う
で

す
が
、
目
養
生
と
い
う
言
葉
と
民

宿
が
発
達
し
て
い
た
事
情
が
う
か

が
わ
れ
、
須
恵
の
場
合
と
似
通
っ

て
い
ま
す
。
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