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時
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　戸
原
村
の
少
年
鶴
松

　１
６
６
回
・
１
６
７
回
で
取
り
上

げ
た
表
粕
屋
郡
戸
原
村（
現
在
粕
屋

町
の
内
）の
少
年
鶴
松
に
つ
い
て
、
も

う
少
し
書
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　江
戸
時
代
に
感
心
な
行
い
を
し
た

人
た
ち
が
藩
に
表
彰
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
本「
筑
前
国

孝
子
良
民
伝
」や「
筑
紫
遺
愛
集
」も

あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
表
彰
さ

れ
た
事
実
を
記
す
こ
と
が
目
的
で
、

表
彰
に
至
る
手
続
き
や
表
彰
後
の
暮

ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い

の
が
普
通
で
す
。
と
こ
ろ
が
粕
屋
町

立
歴
史
資
料
館
の「
戸
原
村
庄
屋
記

録
」で
は
表
彰
の
前
後
の
村
で
の
動

き
が
記
録
さ
れ
て
い
て
、
他
で
は
得

ら
れ
な
い
お
も
し
ろ
い
内
容
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　鶴
松
が
感
心
な
少
年
で
あ
る
こ
と

は
早
く
か
ら
村
人
に
知
れ
渡
っ
て
い

ま
し
た
。
父
は
正
吉
で
、
家
族
は
鶴

松
の
ほ
か
に
母
と
姉
と
祖
母
が
い
ま

し
た
。
家
は
貧
し
く
父
は
病
弱
、
母

と
姉
は
住
み
込
み
で
働
き
に
出
て
い

ま
し
た
。
鶴
松
が
六
歳
の
時
、
祖
母

は
痰
症
で
寝
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、

そ
の
世
話
を
す
る
の
は
鶴
松
の
役
割

で
し
た
。
冬
の
寒
さ
に
そ
れ
を
防
ぐ

衣
類
も
な
い
時
、
鶴
松
は
祖
母
の
足

下
を
覆
う
よ
う
に
寝
て
、
自
分
の
体

温
で
祖
母
を
暖
め
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
祖
母
は
三
年
後
に
亡
く
な
り
ま

し
た
。

　郡
奉
行
の
申
し
渡
し

　父
が
病
気
で
倒
れ
た
時
も
、
ね
ん

ご
ろ
に
介
抱
し
た
の
は
、
鶴
松
と
し

て
は
当
然
の
行
い
で
し
た
が
、
周
り

は
そ
の
孝
行
ぶ
り
に
一
層
感
心
し
た

の
で
し
た
。
鶴
松
十
二
歳
の
寛
政
十

年(

一
七
九
八)

三
月
、
つ
い
に
庄
屋

と
組
頭
四
人
が
連
名
で
藩
に「
間
違

い
な
く
孝
心
者
で
す
」と
報
告
し
、
藩

主
か
ら「
奇
特
之
者
」と
し
て
表
彰
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
少
年

が
表
彰
さ
れ
る
な
ど
異
例
の
こ
と

で
、
世
間
の
注
目
を
浴
び
ま
し
た
。

　六
月
、
表
粕
屋
郡
・
裏
粕
屋
郡
・
宗

像
郡
を
管
轄
す
る
郡
役
所（
両
粕
屋

宗
像
郡
役
所
）の
奉
行
富
永
群
右
衛

門
か
ら
次
の
よ
う
に
申
し
渡
し
が
あ

り
ま
し
た
。

「
そ
の
方
事
、
六
歳
の
頃
よ
り
貞
心

（
�
孝
行
）
に
こ
れ
あ
り
、
も
は
や

十
二
歳
に
あ
い
な
り
、
い
よ
い
よ
孝

養
の
志
厚
く
、
格
別
奇
特
の
者
に
付

き
、
今
度
御
上（
�
殿
様
）よ
り
別
紙

お
書
き
付
け
を
以
て
御
称（
お
た
た

え
）下
さ
れ
、
八
木（
�
米
）拝
領
仰
せ

付
け
ら
れ
⋮
」

　殿
様
は
表
彰
と
同
時
に
褒
美
と
し

て
米
二
俵
を
与
え
ま
し
た
が
、
鶴
松

は
年
若
く
、
父
が
病
身
で
看
病
の
た

め
に
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

も
配
慮
し
、
奉
行
は
重
ね
て
年
二
俵

を
二
十
歳
に
な
る
ま
で
支
給
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
庄
屋
卯
平（
長
卯

平
）と
組
頭
は
、
鶴
松
が
困
ら
な
い
よ

う
に
配
慮
し
な
さ
い
、
と
奉
行
か
ら

命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
村
人
も

相
談
し
て
、「
村
切
り
立
て
」（
村
人
の

積
み
立
て
）か
ら
や
は
り
二
十
歳
に

な
る
ま
で
年
二
俵
を
支
給
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
最
初
の
年
は
米
六
俵
、

翌
年
か
ら
は
米
四
俵
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
計
算
で
す
。

　庄
屋
ら
に
よ
る
運
用

　庄
屋
ら
は
こ
れ
ら
の
米
を
組
頭
の

一
人
が
預
っ
て
運
用
し
、
正
吉
の
質

物
に
な
っ
て
い
る
田
を
追
々
請
け
戻

す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
正
吉
は
病
弱

で
働
け
ず
、
鶴
松
も
幼
い
の
で
、
そ

れ
ら
を
小
作
に
出
し
て
、
そ
の
小
作

料
で
正
吉
一
家
が
生
活
す
る
仕
組
み

を
考
え
た
の
で
す
。
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　鶴
松
の
感
心
な
行
い
が
広
く
知
ら

れ
た
こ
と
で
、
侍
や
博
多
商
人
な
ど

か
ら
次
々
に
寄
付
が
集
ま
り
ま
し

た
。
米
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も

書
か
れ
て
い
ま
す
。

一
、
御
郡
溜
り
之
内
ゟよ
り

御
渡
被く
だ
さ
る

レ

下

分
ハ
米
弐
俵
代
八
拾
六
匁
、
筥
崎
宿

米
田
屋
九
三
郎
方
ゟよ
り

御
証
拠
ニに

而て

受

取
。
御
永
倉
ゟよ
り

御
渡
被お
お
せ
つ
け
ら
る

二

仰
付
一

米
弐

俵
、
内
壱
俵
ハ
頂
戴
。
壱
俵
ハ
売
、

四
拾
匁
、
半
助
方
へ
預
ケ
置
、
都
合

百
弐
拾
六
匁
、
午
ノ
八
月
預
ケ
置
。

　今
の
言
葉
に
直
す
と
、
郡
奉
行
が

年
々
支
給
す
る
と
約
束
し
た
米
二
俵

は
代
金
が
八
六
匁
に
相
当
し
、
箱
崎

の
米
田
屋
か
ら
現
物
で
は
な
く
、
そ

の
額
の
手
形（
金
券
）で
受
け
取
っ
た

の
で
す
。
ま
た
藩
主
が
褒
美
に
支
給

し
た
米
二
俵
は
、
福
岡
の
簀
子
町
に

あ
っ
た
永
蔵
で
、
一
俵
を
現
物
で
受

け
取
り
、
も
う
一
俵
は
四
〇
匁
で
売

り
ま
し
た
。
合
計
一
二
六
匁
は
組
頭

の
半
助
が
預
り
運
用
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　少
し
し
て
郡
奉
行
富
永
群
右
衛
門

が
死
去
し
、
嶋
井
仁
右
衛
門
が
後
任

と
な
り
ま
し
た
。
嶋
井
も
鶴
松
の
こ

と
は
承
知
し
て
い
て
、
鶴
松
一
家
の

生
活
ぶ
り
に
気
を
配
り
ま
し
た
。

　翌
十
一
年
三
月
、
嶋
井
仁
右
衛
門

に
尋
ね
ら
れ
た
卯
平
は
、
次
の
よ
う

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　鶴
松
が
う
た
た
寝
し
て
い
た
の
で

正
吉
が「
起
き
よ
」と
声
を
か
け
ま
し

た
。
あ
わ
て
て
起
き
直
っ
た
鶴
松
は

自
分
の
膝
を
た
た
き
ま
し
た
。

　こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
日
ご
ろ
、
正
吉
が
痰
を
か
ら
ま
せ

た
時
、
鶴
松
は
正
吉
の
背
中
を
ト
ン

ト
ン
と
た
た
い
て
い
た
と
い
う
の
で

す
。
正
吉
の
声
が
聞
こ
え
た
の
で
、

半
分
眠
り
か
ぶ
っ
た
状
態
の
鶴
松
は

あ
わ
て
て
起
き
、
父
の
背
中
を
た
た

く
つ
も
り
で
自
分
の
膝
を
た
た
い
た

の
で
し
た
。

　母
の
身
請
け

　同
月
、
嶋
井
仁
右
衛
門
は
鳥
ち
ょ
う

目も
く

一

貫
二
〇
〇
目
を
鶴
松
に
贈
り
、
質
入

れ
し
た
り
売
り
渡
し
た
田
を
受
け
戻

す
費
用
と
し
、
な
お
ま
た
母
の
身
請

け
の
費
用
と
す
る
よ
う
命
じ
ま
し

た
。
母
は
前
渡
し
の
米
を
受
け
取
り
、

そ
の
返
済
の
た
め
に
奉
公
に
出
て
い

た
よ
う
で
す
。
奉
行
は
母
が
戻
っ
て

き
て
、
家
族
が
一
緒
に
暮
ら
せ
る
よ

う
に
と
考
え
た
の
で
す
。

　田
は
二
反
九
畝
と
一
反
の
土
地

で
、
代
金
は
銭
二
六
〇
目
。
相
手
は

同
じ
村
の
清
次
で
、
三
〇
目
は
返
済

を
免
除
し
て
二
三
〇
目
を
受
け
取
り

ま
し
た
。
後
日
、
こ
の
清
次
も
感
心

だ
と
い
う
の
で
、
奉
行
は
褒
美
と
し

て
青
銅
三
〇
〇
文
を
渡
し
ま
し
た
。

右
の
三
〇
目
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
銅
銭
の
換
算
の

し
か
た
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　他
に
同
村
の
茂
助
に
一
反
一
畝
と

六
畝
二
〇
歩
の
土
地（
代
銭
七
〇
〇

目
）と
屋
敷（
元
銭
三
九
〇
目
八
分
）

が
質
に
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
屋
敷

は
返
済
を
免
除
し
、
茂
助
は
七
〇
〇

目
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　さ
ら
に
母
の
身み
の

代し
ろ

が
一
四
八
匁
五

分
。
こ
の
内
、
四
八
匁
五
分
は
こ
れ

ま
で
働
い
た
こ
と
で
帳
消
し
に
し
、

残
り
一
〇
〇
目
を
返
済
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
合
計
が
一
貫
三
〇
目
に

な
り
ま
す
。

　奉
行
が
贈
っ
た
中
か
ら
一
七
〇
目

が
余
り
ま
す
。
こ
れ
で
鶴
松
の
姉
を

身
請
け
し
て
も
ま
だ
余
裕
が
あ
り
ま

す
が
、
姉
は
自
分
は
奉
公
に
出
た
ま

ま
で
い
い
と
身
請
け
を
辞
退
し
ま
し

た
。
自
分
が
家
に
帰
っ
て
も
働
き

手
に
は
な
ら
ず
、
支
出
が
増
え
る
だ

け
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
れ
で

一
七
〇
目
は
組
頭
半
助
が
預
か
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　公
正
な
運
用

　半
助
が
出
し
た
預
り
高
の
明
細
は

次
の
通
り
で
す
。
不
正
が
起
き
な
い

よ
う
、
半
助
は
預
り
証
文
を
出
し
、

庄
屋
ら
が
そ
れ
を
監
督
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　鶴
松
ゟよ
り

預あ
ず
け
あ
る

ケ
有
銭
、
左
之
通
ニ
御

座
候
。

一
、六
拾
文
銭

　百
弐
拾
六
匁 

（
１
）

　右
ハ
去
年
頂
戴
被お
お
せ
つ
け
ら
れ

二

仰
付
一

候
御
米

代
料

一
、
同

　五
拾
目
ハ（
２
）

　右
ハ
諸
方
ゟよ
り

鶴
松
へ
御
肴
代
と
し

て
被く
だ
さ
れ

レ

下
候
分
之
内
、
除の

けケ
ニ
相
成
居

候
分

一
、
同

　六
拾
五
匁
ハ（
３
）

　右
ハ
村
中
ゟよ
り

米
弐
俵
宛
九
ヶ
年
之

間
相
渡
申
内
、
去
午
ノ
年
分

一
、
同

　百
七
拾
目
ハ（
４
）

　右
ハ
田
地
代
頂
戴
被
二

仰
付
一

候
余

銭
　〆し

め

四
百
四
拾
目

　（
１
）は
前
に
出
て
き
た
傍
線
部
の

一
二
六
匁
で
す
。
こ
れ
が「
六
〇
文

銭
」を
単
位
に
計
算
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。（
２
）は
鶴
松
の

元
に
お
肴
代
と
い
う
名
目
で
寄
付
さ

れ
た
も
の
の
一
部
を
、
消
費
せ
ず
に

取
り
分
け
て
い
た
も
の
で
す
。（
３
）

は
村
人
が
協
同
で
鶴
松
に
支
給
し
た

米
二
俵
。
実
際
に
は
お
金
に
換
算
し

て
渡
し
て
い
た
わ
け
で
す
。（
４
）は

二
つ
目
の
傍
線
部
。
四
口
の
合
計
で

四
四
〇
目
。
こ
れ
も「
六
〇
文
銭
」

が
基
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
匁
」は

端
数
が
あ
る
時
の
書
き
方
で
、
一
の

位
が
ゼ
ロ
に
な
る
と「
目
」と
書
き
ま

す
。
実
際
の
合
計
は
四
一
一
匁
な
の

で
、
計
算
違
い
か
、
そ
れ
と
も
何
か

事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　細
か
い
こ
と
を
引
用
し
ま
し
た

が
、
江
戸
時
代
の
村
で
、
庄
屋
・
組
頭

は
き
ち
ん
と
書
類
を
作
成
し
、
数
字

を
書
き
上
げ
て
そ
れ
を
奉
行
所
に
も

提
出
し
て
い
た
の
で
す
。
不
正
が
起

き
な
い
仕
組
み
に
し
よ
う
と
い
う
意

識
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
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