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紫
遺
愛
集
﹄
の
成
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│
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道
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と
そ
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め
ぐ
っ
て
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進
藤 

康
⼦   

要
約 

江
⼾
時
代
後
期
に
︑
伊
藤
道
保
が
編
纂
し
た
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
と
い
う
書
物
が
あ
る
︒
今

で
は
︑
ほ
と
ん
ど
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
が
︑
当
時
︑
⼤
変
流

⾏
し
た
孝
⾏
物
語
﹁
孝
⼦
伝
﹂
の
︑
官
⺠
⼀
体
と
な
っ
た
出
版
事
業
の
⼀
つ
で
あ
り
︑
⼀
般

庶
⺠
に
与
え
た
影
響
は
⼤
き
い
︒
こ
の
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
紐
解
く
と
︑
何
を
以
っ
て
孝
⼦

良
⺠
と
し
た
か
が
理
解
で
き
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
孝
に
対
す
る
積
極
的
な
活
気
あ
る
⽂
化
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
中
国
の
﹃
⼆
⼗
四
孝
﹄
を
も
と
に
︑
⽇
本
的
な

咀
嚼
を
経
て
の
︑
⽇
本
⼈
に
よ
る
本
朝
孝
⼦
伝
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒ 

今
は
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
︑
遠
賀
川
流
域
に
あ
る
中
間
惣
社
宮
に
花
開
い
た
当
時
の
⽂
化
と
︑

こ
の
惣
社
宮
に
仕
え
る
伊
藤
道
保
を
め
ぐ
る
⼈
々
を
顕
彰
す
る
︒
庶
⺠
を
指
導
し
︑
地
域
⽂

化
の
下
⽀
え
を
し
た
神
官
・
⽂
⼈
ら
の
底
⼒
を
︑新
た
に
照
ら
し
出
す
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒ 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

 

孝
⼦
伝
︑
⼆
⼗
四
孝
︑
筑
紫
遺
愛
集
︑
伊
藤
道
保
︑
宮
永
保
親
︑
伊
藤
常
⾜ 

  

⼀ 

は
じ
め
に 

  

江
⼾
時
代
の
親
孝
⾏
の
奨
励
は
︑
官
⺠
⼀
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
︑
多
く
の

孝
⼦
良
⺠
に
関
す
る
出
版
物
が
上
梓
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
を
精
査
す
る
と
︑
何
を

以
て
孝
⼦
と
し
た
か
そ
の
基
準
が
理
解
で
き
る
︒
当
然
な
が
ら
当
時
の
政
治
的

思
想
が
⾒
え
隠
れ
す
る
が
︑
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
貧
し
く
と
も
⼼
豊
か
に
懸

命
に
働
き
︑
我
が
⾝
を
捨
て
で
も
親
孝
⾏
す
る
と
い
う
︑
質
実
剛
健
で
︑
し
か

も
達
成
感
あ
る
⼼
情
が
採
取
で
き
る
︒
⼜
︑
苦
境
に
⽴
ち
向
か
う
切
実
な
る
気

概
を
⾃
ら
積
極
的
に
親
に
⽰
そ
う
と
す
る
⽣
き
様
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
︒ 

周
知
の
こ
と
な
が
ら
中
国
の
﹃
⼆
⼗
四
孝
﹄
の
影
響
か
ら
成
⽴
し
て
い
っ
た

も
の
で
あ
り
︑
同
書
が
⽇
本
に
伝
来
し
︑
中
国
に
お
け
る
儒
教
的
親
孝
⾏
が
流

⾏
し
︑
特
に
優
れ
た
⼈
物
⼆
⼗
四
名 

一

は
⼤
変
模
範
と
さ
れ
た
︒ 

  
 

⼆ 

江
⼾
時
代
の
孝
⾏
者
の
教
訓
書
と
表
彰 

 

そ
の
後
︑
⽇
本
的
な
咀
嚼
を
経
て
の
孝
⼦
伝
が
︑
更
に
出
来
上
が
っ
て
い
く

わ
け
で
あ
る
が
︑﹁
孝
﹂
を
思
想
の
根
本
に
受
け
⼊
れ
て
い
く
中
で
︑
⽇
本
⼈
独

⾃
の
⾃
分
た
ち
の﹃
本
朝
⼆
⼗
四
孝
﹄を
作
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
始
ま
る
︒

浅
井
了
意
﹃
⼤
倭
⼆
⼗
四
孝
﹄
や
︑
藤
井
懶
斎
の
漢
⽂
で
書
か
れ
た
﹃
本
朝
孝

⼦
伝
﹄︑
和
⽂
に
改
め
た
﹃
仮
名
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
も
刊
⾏
さ
れ
た
︒ 

特
に
︑
藤
井
懶
斎
は
︑﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
の
⾃
序
に
お
い
て
﹁
⽇
本
⼈
に
孝
を

教
え
る
に
は
︑
⽇
本
⼈
の
孝
⼦
説
話
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
の
⽅
が
受
け
⼊
れ
易

い
﹂
と
い
う
⽴
場
を
と
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
凡
例
に
は
︑﹁
伝
毎
に

（

）
一
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必
ず
書
名
を
下
に
記
し
て
︑
以
て
そ
の
出
る
所
を
著
名
に
す
︒
そ
の
⼀
つ
と
し

て
妄
作
せ
ざ
る
こ
と
を
⽰
す
と
な
り
︒﹂
と
あ
り
︑
そ
の
親
孝
⾏
︑
良
⺠
の
説
話

は
︑
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
こ
と
に
﹁
妄
作
﹂︑
つ
ま
り
︑
作
り
話
を
盛

り
込
ま
な
い
こ
と
︑
書
か
れ
た
逸
話
が
﹁
事
実
﹂
で
あ
る
こ
と
の
証
明
や
根
拠

が
絶
対
的
に
望
ま
れ
た
︒ 

加
え
て
︑
同
書
凡
例
に
︑﹁
今
世
の
孝
⼦
婦
︑
い
ま
だ
こ
れ
を
⽿
⽬
に
決
せ
ざ

れ
ば
︑
則
ち
敢
え
て
収
載
せ
ず
﹂
と
の
基
本
⽅
針
が
謳
わ
れ
て
い
る
︒
⾃
分
⾃

⾝
の
﹁
⽿
﹂﹁
⽬
﹂
で
︑
き
ち
ん
と
判
断
し
︑
虚
実
を
確
か
め
て
か
ら
し
か
収
載

し
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る

⼆ 

︒ 

井
原
⻄
鶴
の
浮
世
草
⼦
﹃
本
朝
⼆
⼗
不
孝
﹄
の
︑﹁
孝
﹂
を
﹁
不
孝
﹂
と
し
た

パ
ロ
デ
ィ
ー
的
な
作
品
︑
歌
川
国
芳
な
ど
に
よ
る
数
多
く
の
浮
世
絵
師
に
よ
っ

て
描
か
れ
て
い
っ
た
﹃
唐
⼟
⼆
⼗
四
孝
﹄
な
ど
を
⾒
て
も
︑
親
孝
⾏
⽂
化
の
⼈

気
の
⾼
さ
と
爛
熟
が
よ
く
わ
か
る
︒ 

会
津
藩
の
保
科
正
之
︑
島
原
藩
の
松
平
忠
房
な
ど
の
⼤
名
は
︑
巡
検
使
を
使

っ
て
各
地
の
孝
⾏
者
を
調
査
し
︑
良
⺠
を
書
き
と
ど
め
さ
せ
︑
適
宜
︑
資
料
を

提
出
さ
せ
対
象
者
に
は
⼤
掛
か
り
な
表
彰
を
⾏
っ
た

三 

︒筑
前
︑筑
後
︑備
前
︑

肥
後
な
ど
の
藩
も
同
様
で
あ
っ
た
︒ 

 

徳
川
第
五
代
将
軍
綱
吉
に
よ
り
発
令
さ
れ
た
﹁
忠
孝
令
﹂
に
よ
る
孝
⾏
奨
励

の
気
運
も
後
押
し
し
て
︑
⼤
名
は
︑
⾃
分
た
ち
が
治
め
る
⼟
地
の
孝
⼦
良
⺠
を

積
極
的
に
表
彰
し
た
︒ 

﹁
⼦
を
能
く
育
て
候
も
の
﹂﹁
⼦
孫
を
繁
栄
さ
せ
し
も
の
﹂﹁
⼰
を
犠
牲
に
し

⽗
⺟
の
悦
ぶ
こ
と
を
の
み
す
る
者
﹂﹁
⽇
頃
か
ら
よ
く
仕
事
を
こ
な
し
親
に
孝
⾏

な
る
者
﹂
な
ど
の
様
々
な
項
⽬
で
分
類
し
︑
各
地
か
ら
の
推
薦
に
対
し
て
真
偽

の
取
り
調
べ
を
し
︑
後
⽇
︑
評
定
所
に
於
い
て
︑
⽼
中
や
勘
定
奉
⾏
な
ど
の
⽴

ち
合
い
の
も
と
︑
対
象
者
に
は
︑
将
軍
の
朱
印
状
や
褒
美
な
ど
が
渡
さ
れ
た
︒ 

例
え
ば
︑
実
際
の
褒
美
の
品
は
︑ 

⻘
緡

あ
お
さ
し

五
貫
⽂

四 

⾦
そ
こ
ば
く

五 

 

⽶ ⽻
織
地
絹 

 

綿 ⼟
地 

帯
⼑
の
許
可 

苗
字 

⽥
畑
へ
の
税
⾦
の
免
除 

課
役
の
免
除 

 

な
ど
様
々
で
あ
る
︒ 

（

）
二

）二

）四）五

）三
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こ
の
様
に
孝
⼦
良
⺠
が
⼤
々
的
に
表
彰
さ
れ
る
と
︑
表
彰
さ
れ
る
だ
け
で
終

わ
っ
て
い
た
事
業
が
︑
そ
の
流
れ
で
︑
表
彰
さ
れ
た
孝
⾏
者
の
逸
話
や
︑
肖
像

画
や
︑
伝
記
︑
い
わ
ゆ
る
孝
⼦
伝
と
し
て
次
々
と
記
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ

た
︒
表
彰
さ
れ
た
孝
⼦
を
さ
ら
に
多
く
の
庶
⺠
に
広
め
︑
顕
彰
し
よ
う
と
︑
多

く
の
⼤
名
や
儒
学
者
た
ち
が
記
述
し
作
成
し
て
い
く
︒ 

特
に
︑
寛
政
の
改
⾰
の
時
期
︑
幕
府
は
︑
各
藩
か
ら
多
く
の
孝
⾏
者
の
資
料

を
提
出
さ
せ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
本
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
機
運
が
︑
ま
す

ま
す
⾼
ま
り
︑寛
政
元
年
か
ら
始
ま
っ
た
幕
府
主
導
の
孝
⼦
伝
作
成
の
試
み
は
︑

⼗
⼆
年
後
の
享
和
元
年
に
は
︑
五
⼗
冊
に
お
よ
ぶ
孝
義
の
記
述
録
﹃
官
刻
孝
義

録
﹄
と
し
て
編
纂
・
刊
⾏
さ
れ
︑
⼋
千
⼈
以
上
の
⼈
々
が
顕
彰
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
︒ 

 
 

 

こ
う
し
て
︑
全
国
各
地
が
︑
地
元
の
孝
⾏
良
⺠
に
⽬
を
向
け
︑
⼤
ブ
ー
ム
と

な
っ
た
︒
記
録
に
残
る
刊
⾏
物
の
う
ち
︑
先
に
も
述
べ
た
︑
浅
井
了
意
の
仮
名

草
⼦﹃
⼤
倭
⼆
⼗
四
孝
﹄や
︑漢
⽂
で
書
か
れ
た
藤
井
懶
斎
の﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄︑

仮
名
に
し
て
更
に
流
布
し
た
﹃
仮
名
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
な
ど
の
教
訓
本
や
孝
⼦
伝

の
出
版
の
主
た
る
も
の
を
︑
次
に
時
系
列
で
挙
げ
て
い
く
︒ 

 

寛
⽂
五
年
︵
⼀
六
六
五
︶﹃
⼤
倭
⼆
⼗
四
孝
﹄︵
浅
井
了
意
︶ 

 

貞
享
元
年
︵
⼀
六
⼋
四
︶﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄︵
藤
井
懶
斎
︶ 

 

貞
享
四
年
︵
⼀
六
⼋
四
︶﹃
仮
名
本
朝
孝
⼦
伝
﹄ 

 

宝
永
七
年
︵
⼀
七
⼀
〇
︶﹃
会
津
孝
⼦
伝
﹄(

森
雪
翁) 

 

寛
保
⼆
年
︵
⼀
七
四
⼆)

﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
﹄︵
⽵
⽥
定
直
︶ 

 

寛
保
三
年
︵
⼀
七
四
三
︶﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
後
編
﹄︵
⽵
⽥
定
直
︶ 

 

天
明
元
年
︵
⼀
七
⼋
⼀)

﹃
若
州
良
⺠
伝
﹄︵
塩
野
伯
篤) 

 

天
明
五
年
︵
⼀
七
⼋
五)

﹃
肥
後
孝
⼦
伝
﹄︵
中
村
忠
亭
︶ 

 

寛
政
元
年
︵
⼀
七
⼋
九
︶﹃
肥
後
孝
⼦
伝
後
編
﹄︵
中
村
忠
亭
︶ 

 
 

寛
政
元
年
︵
⼀
七
⼋
九
︶﹃
備
前
国
孝
⼦
伝
﹄︵
湯
浅
明
善
︶ 

 

寛
政
四
年
︵
⼀
七
九
⼆
︶﹃
備
前
国
孝
⼦
伝
後
編
﹄︵
湯
浅
明
善
︶ 

 

寛
政
六
年
︵
⼀
七
九
四
︶﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
続
編
﹄︵
⽵
⽥
定
良
︶ 

 
寛
政
七
年︵
⼀
七
九
五
︶﹃
筑
後
⺠
間
孝
⼦
伝
﹄︵
宮
原
⽂
進
・
樺
島
⽯
梁
序
︶ 

 

寛
政
九
年
︵
⼀
七
九
七
︶﹃
筑
後
⺠
間
孝
⼦
伝
後
編
﹄︵
宮
原
⽂
進
︶ 

 

享
和
元
年
︵
⼀
⼋
〇
⼀
︶﹃
官
刻
孝
義
録
﹄ 

（

）
三
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享
和
元
年
︵
⼀
⼋
〇
⼀
︶﹃
吉
備
孝
義
伝
﹄︵
頼
春
⽔
・
頼
杏
坪
︶ 

 
⽂
政
⼆
年
︵
⼀
⼋
⼀
九
︶﹃
阿
淡
孝
⼦
伝
﹄︵
福
⽥
愛
信
︶ 

 

安
政
五
年
︵
⼀
⼋
五
⼋
︶﹃
仙
台
孝
義
録
﹄︵
⼤
槻
格
次
︶ 

 

⽂
久
⼆
年
︵
⼀
⼋
六
⼆
︶﹃
阿
淡
孝
⼦
伝
後
編
﹄︵
福
⽥
愛
信
︶ 

 

こ
れ
ら
の
出
版
物
の
流
布
が
︑
庶
⺠
に
与
え
た
影
響
は
⼤
き
く
︑
遠
賀
川
流

域
の
中
間
の
伊
藤
道
保
と
︑
そ
の
⼦
︑
宮
永
保
親
︵
伊
藤
保
親
︶
も
例
外
で
は

な
か
っ
た
︒伊
藤
道
保
は
︑
筑
紫
の
孝
⼦
伝
で
あ
る
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
収
集
︑

編
纂
し
︑
慶
応
四
年
︵
⼀
⼋
六
⼋
︶
に
成
⽴
さ
せ
︑
藩
の
許
し
を
得
て
上
梓
し

た
の
で
あ
っ
た
︒ 

 

三 

﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
書
誌 

 

慶
応
四
年
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
が
︑
伊
藤
道
保
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に

関
し
て
︑﹃
福
岡
県
史
資
料
続
第
⼀
輯
﹄(

福
岡
県
・
昭
和
⼀
六
年)

解
題
に
は
︑

﹁
伊
藤
道
保
著 

筑
前
国
内
の
篤
⾏
者
を
集
録
す
︒
明
治
元
年
上
梓
︒
巻
数
︑

⼗
四
﹂
と
あ
る
︒ 

前
項
⼆
で
⽰
し
た
よ
う
に
︑
も
と
も
と
福
岡
藩
に
は
︑
他
藩
に
先
駆
け
て
︑

義
⼈
︑
孝
⼦
︑
忠
義
者
な
ど
の
項
⽬
で
藩
が
褒
賞
し
た
⼈
々
の
伝
記
集
︑
⽵
⽥

春
庵
︵
定
直
︶
編
の
﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
﹄
や
︑
⽵
⽥
梅
廬
︵
定
良
︶
編
の

﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
後
編
﹄
が
上
梓
さ
れ
て
お
り
︑
や
は
り
︑
そ
れ
を
⼿
本

と
す
る
形
で
︑
み
ご
と
に
踏
襲
さ
れ
て
い
き
︑
さ
ら
に
地
域
性
や
独
⾃
性
も
加

味
さ
れ
た
︒
遠
賀
郡
の
地
⽅
の
⼀
神
官
が
︑
こ
の
⼤
事
業
︑
孝
⼦
良
⺠
伝
﹃
筑

紫
遺
愛
集
﹄
の
編
纂
︑
出
版
を
や
り
遂
げ
た
こ
と
は
注
⽬
に
値
す
る
︒ 

そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
︑
こ
の
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
六

の
書
誌
を
左
に
⽰
す
こ
と
と

す
る
︒ 

⼨
法
︑
縦
⼆
六
セ
ン
チ
︒
横
⼗
⼋
セ
ン
チ
︒︵
⼤
本
︶ 

題
簽
、
原
題
簽
存
︵
左
肩
双
辺
︶
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集 

福
岡
⼀
﹄
以
下
︑
各

外
題
下
部
に
﹁
福
岡
⼀
﹂﹁
博
多
上
⼆
﹂﹁
博
多
下
三
﹂﹁
怡
⼟
郡
／
志
摩
郡 

四
﹂

﹁
早
良
郡
五
﹂﹁
那
珂
郡
／
席
⽥
郡
／
御
笠
郡 

六
﹂﹁
上
座
郡
／
下
座
郡
／
夜

須
郡 

七
﹂﹁
表
糟
屋
郡
／
裏
糟
屋
郡 

⼋
﹂﹁
嘉
⿇
郡
／
穂
波
郡 

九
﹂﹁
鞍
⼿

郡
上
⼗
﹂﹁
鞍
⼿
郡
下 

⼗
⼀
﹂﹁
遠
賀
郡
上 

⼗
⼆
﹂﹁
遠
賀
郡
下 

⼗
三
﹂﹁
宗

像
郡 

⼗
四
⽌
﹂
︒
⾒
返
題
︑
内
題
同
じ
︒
全
⼗
四
巻
︒ 

筑
前
福
岡
藩
領
の
善
⾏
者
列
伝
で
︑⽂
体
は
漢
字
か
な
交
じ
り
︒挿
画
⼊
り
︒

郡
別
・
善
⾏
種
別
に
部
類
す
る
︒ 

⾒
返
し
に
﹁
伊
藤
道
保
編
輯
／
慶
応
戊
⾠
︵
四
年
︶
新
鐫 

蠖
屈
舎
蔵
︵
﹁
知

騰
﹂
︶
﹂
と
記
す
︒
さ
し
絵
は
︑
⼩
倉
の
絵
師
︑
村
⽥
応
成

七 

︒ （

）
四

）六

）七

『筑紫遺愛集』の成立　─伊藤道保とその周辺をめぐって─　（進藤康子）
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享
和
元
年
︵
⼀
⼋
〇
⼀
︶﹃
吉
備
孝
義
伝
﹄︵
頼
春
⽔
・
頼
杏
坪
︶ 

 

⽂
政
⼆
年
︵
⼀
⼋
⼀
九
︶﹃
阿
淡
孝
⼦
伝
﹄︵
福
⽥
愛
信
︶ 

 

安
政
五
年
︵
⼀
⼋
五
⼋
︶﹃
仙
台
孝
義
録
﹄︵
⼤
槻
格
次
︶ 

 

⽂
久
⼆
年
︵
⼀
⼋
六
⼆
︶﹃
阿
淡
孝
⼦
伝
後
編
﹄︵
福
⽥
愛
信
︶ 

 

こ
れ
ら
の
出
版
物
の
流
布
が
︑
庶
⺠
に
与
え
た
影
響
は
⼤
き
く
︑
遠
賀
川
流

域
の
中
間
の
伊
藤
道
保
と
︑
そ
の
⼦
︑
宮
永
保
親
︵
伊
藤
保
親
︶
も
例
外
で
は

な
か
っ
た
︒伊
藤
道
保
は
︑
筑
紫
の
孝
⼦
伝
で
あ
る
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
収
集
︑

編
纂
し
︑
慶
応
四
年
︵
⼀
⼋
六
⼋
︶
に
成
⽴
さ
せ
︑
藩
の
許
し
を
得
て
上
梓
し

た
の
で
あ
っ
た
︒ 

 

三 

﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
書
誌 

 

慶
応
四
年
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
が
︑
伊
藤
道
保
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に

関
し
て
︑﹃
福
岡
県
史
資
料
続
第
⼀
輯
﹄(

福
岡
県
・
昭
和
⼀
六
年)

解
題
に
は
︑

﹁
伊
藤
道
保
著 

筑
前
国
内
の
篤
⾏
者
を
集
録
す
︒
明
治
元
年
上
梓
︒
巻
数
︑

⼗
四
﹂
と
あ
る
︒ 

前
項
⼆
で
⽰
し
た
よ
う
に
︑
も
と
も
と
福
岡
藩
に
は
︑
他
藩
に
先
駆
け
て
︑

義
⼈
︑
孝
⼦
︑
忠
義
者
な
ど
の
項
⽬
で
藩
が
褒
賞
し
た
⼈
々
の
伝
記
集
︑
⽵
⽥

春
庵
︵
定
直
︶
編
の
﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
﹄
や
︑
⽵
⽥
梅
廬
︵
定
良
︶
編
の

﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
後
編
﹄
が
上
梓
さ
れ
て
お
り
︑
や
は
り
︑
そ
れ
を
⼿
本

と
す
る
形
で
︑
み
ご
と
に
踏
襲
さ
れ
て
い
き
︑
さ
ら
に
地
域
性
や
独
⾃
性
も
加

味
さ
れ
た
︒
遠
賀
郡
の
地
⽅
の
⼀
神
官
が
︑
こ
の
⼤
事
業
︑
孝
⼦
良
⺠
伝
﹃
筑

紫
遺
愛
集
﹄
の
編
纂
︑
出
版
を
や
り
遂
げ
た
こ
と
は
注
⽬
に
値
す
る
︒ 

そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
︑
こ
の
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
六

の
書
誌
を
左
に
⽰
す
こ
と
と

す
る
︒ 

⼨
法
︑
縦
⼆
六
セ
ン
チ
︒
横
⼗
⼋
セ
ン
チ
︒︵
⼤
本
︶ 

題
簽
、
原
題
簽
存
︵
左
肩
双
辺
︶
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集 

福
岡
⼀
﹄
以
下
︑
各

外
題
下
部
に
﹁
福
岡
⼀
﹂﹁
博
多
上
⼆
﹂﹁
博
多
下
三
﹂﹁
怡
⼟
郡
／
志
摩
郡 

四
﹂

﹁
早
良
郡
五
﹂﹁
那
珂
郡
／
席
⽥
郡
／
御
笠
郡 

六
﹂﹁
上
座
郡
／
下
座
郡
／
夜

須
郡 

七
﹂﹁
表
糟
屋
郡
／
裏
糟
屋
郡 

⼋
﹂﹁
嘉
⿇
郡
／
穂
波
郡 

九
﹂﹁
鞍
⼿

郡
上
⼗
﹂﹁
鞍
⼿
郡
下 

⼗
⼀
﹂﹁
遠
賀
郡
上 

⼗
⼆
﹂﹁
遠
賀
郡
下 

⼗
三
﹂﹁
宗

像
郡 

⼗
四
⽌
﹂
︒
⾒
返
題
︑
内
題
同
じ
︒
全
⼗
四
巻
︒ 

筑
前
福
岡
藩
領
の
善
⾏
者
列
伝
で
︑⽂
体
は
漢
字
か
な
交
じ
り
︒挿
画
⼊
り
︒

郡
別
・
善
⾏
種
別
に
部
類
す
る
︒ 

⾒
返
し
に
﹁
伊
藤
道
保
編
輯
／
慶
応
戊
⾠
︵
四
年
︶
新
鐫 

蠖
屈
舎
蔵
︵
﹁
知

騰
﹂
︶
﹂
と
記
す
︒
さ
し
絵
は
︑
⼩
倉
の
絵
師
︑
村
⽥
応
成

七 

︒ 
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﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
凡
例
に
よ
る
と
︑
﹁
孝
⼼
奇
特
忠
義
貞
烈
⽂
雅
⻑
寿
⼦

孫
繁
昌
の
者
﹂
で
︑
藩
よ
り
褒
賞
を
受
け
た
者
を
中
⼼
に
︑
⾃
⾝
の
⾒
聞
を
も

併
せ
て
収
録
と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
藤
井
懶
斎
﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
凡
例
の
収
載
の

基
本
⽅
針
と
同
じ
こ
と
が
貫
か
れ
て
い
る
︒ 

所
収
の
﹁
⽂
雅
者
﹂
は
︑
志
摩
郡
⾺
場
村
︿
神
官
﹀
⾏
広
紀
伊
守
︑
鞍
⼿
郡

直
⽅
町
︿
神
官
﹀
⻘
⼭
敏
⽂
︑
古
⾨
村
︿
神
官
﹀
伊
藤
常
信
︑
同
村
︿
神
官
﹀

伊
藤
常
⾜
︑
植
⽊
村
⾹
⽉
春
峯
︑
遠
賀
郡
上
底
井
野
村
埴
⽣
清
雄
︑
⾹
⽉
村

千
々
和
直
信
︑
上
底
井
野
村
宗
朗
︑
中
間
村
仰
⽊
維
敬
︑
別
府
村
仰
⽊
茂
⽣
︑

別
府
村
仰
⽊
広
蔭
︑
若
松
村
⽯
井
恭
信
︑
⼭
⿅
村
波
多
野
庸
成
︑
⽐
未
村
安
部

⽂
彦
︑
吉
⽥
村
⼤
友
遠
霞
︑
芦
屋
町
太
⽥
常
元
︒ 

序
跋
は
︑
慶
応
四
年
清
和
⽉
︑
北
渚
櫛
⽥
駿
序
︵
印
﹁
王
驂
千
⾥
﹂
﹁
三
⿅

⼦
﹂
︶
／
⾹
⼭
⽔
野
直
書
︵
刻
印
﹁
⾹
⼭
﹂
︶
︒
年
次
な
し
︑
増
熊
序
︵
歌
⽂
︑

福
岡
藩
家
⽼
⿊
⽥
増
熊
︶
︒
慶
応
四
年
弥
⽣ 

七
⼗
七
歳 

伊
藤
道
保
⾃
序
︒

昭
徳
題
歌
︒
嘉
永
⼆
年
春
︑
神
屋
通
敬
跋
︵
印
﹁
神
屋
﹂
﹁
通
敬
﹂
︶
／ 

六
⼗
七 

林
謙
書
︵
印
﹁
東
皋
﹂
︶
︒
年
次
な
し
︑
内
野
正
⼀
跋
︒ 

⾃
序
に
よ
れ
ば
︑
⼈
の
勧
め
に
よ
り
本
書
編
纂
を
思
い
⽴
ち
︑
⽮
野
昭
徳
翁

と
︑
道
保
の
師
︑
伊
藤
常
⾜
翁
に
助
⾔
を
請
い
つ
つ
︑
弘
化
初
年
よ
り
起
筆
︑

嘉
永
⼆
年
春
に
完
成
︑
更
に
安
政
⼆
年
に
増
補
を
加
え
た
も
の
を
藩
に
献
上
し

た
⼋ 

︒
跋
の
後
に
︑
本
書
刊
⾏
を
助
け
た
若
松
村
の
⼭
本
喜
七
郎
︵
英
貞
︶
と

垣
⽣
村
庄
屋
森
正
平
を
顕
彰
す
る
⽂
が
続
き
︑
附
録
末
に
は
︑
﹁
前
に
い
へ
る

ご
と
く
善
事
を
助
な
す
は
ま
こ
と
に
美
事
な
り
︒
こ
れ
を
つ
と
め
て
怠
ら
ざ
れ

は
⼤
徳
を
積
に
⾄
る
べ
し
︒
さ
て
志
あ
は
せ
て
た
す
け
な
し
た
る
⼈
々
は
﹂
と

あ
り
︑
他
の
賛
助
者
や
画
⼯
・
彫
⼯
等
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒ 

次
に
︑
付
録
の
⽒
名
を
以
下
に
記
す
︒ 

 

遠
賀
郡
芦
屋
御
会
所
出
役 

中
村
曽
作 

柴
⽥
次
平 

宗
像
郡
久
未
村 

城

⼾
九
内 

同
郡
徳
重
村 

⽯
松
三
郎
平 

鞍
⼿
郡
原
⽥
村 

有
吉
⼋
助 

同

郡
⾦
⽣
村 

⽯
井
徳
兵
衛 

同
郡
平
村 

安
永
藤
四
郎 

同
郡
四
郎
丸
村 

古
野
惣
五
郎 

穂
波
郡
飯
塚
駅 

⼭
本
⽂
吉 

嘉
摩
郡
勢
⽥
村 

許
斐
茂
三

郎 

同
郡
⽴
岩
村 

⿇
⽣
徳
右
エ
⾨ 

遠
賀
郡
下
底
井
野
村 

有
吉
与
右
エ

⾨ 

同
郡
本
城
村 

佐
藤
扇
⼗
郎 

同
郡
⼭
⿅
村 

浜
中
双
右
エ
⾨ 

同
郡

⽊
守
村 

菅
晋
作 

同
郡
芦
屋
町 

江
藤
与
五
郎 

同
郡
⾍
⽣
津
村 

⽑
利

与
兵
衛 

同
郡
吉
⽊
村 

三
輪
猪
⼋
郎 

同
郡
糠
塚
村 

旗
⽣
⼤
右
エ
⾨ 

同
郡
広
渡
村 

柴
⽥
惣
蔵 

同
郡
吉
⽥
村 

⼀
⽥
藤
市 

同
郡
伊
左
坐
村 

永
沼
量
作 

同
郡
芦
屋
町 

吉
永
市
郎
助 

同
郡
同
町 

中
⻄
善
七 

同
郡

⽊
守
村 

村
⽥
寿
仙 

同
郡
中
間
村 

仰
⽊
三
兵
衛 

同
郡
芦
屋
町 

桑
原

伝
次
郎 

同
郡
⼭
⿅
町 

中
⻄
只
右
エ
⾨ 

同
郡
同
村 

浜
中
勘
右
エ
⾨ 

同
郡
若
松
村 

副
⽥
与
七
郎 

同
郡
芦
屋
町 

中
⻄
善
次
郎 

同
郡
同
町 

太
⽥
源
次
郎 
同
郡
同
町 

江
⽥
喜
右
エ
⾨ 

同
郡
吉
⽥
村 

⼀
⽥
平
蔵 

同
郡
今
古
賀
村 
柴
⽥
⻑
次
郎
︑
同
郡
尾
倉
村 

柴
⽥
与
助 

同
郡
⼾
畑
村 

⾼
崎
正
三
郎 

同
郡
頓
⽥
村 

重
住
甚
次 

同
郡
安
屋
村 

村
⽥
喜
三 

同

（

）
五

）八
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郡
若
松
村 

許
⼭
準
次 

画
⼯ 

豊
前
⼩
倉
筑
前
寓
居
中 

村
⽥
応
成 

頭

取 

遠
賀
郡
芦
屋
町 

⼭
本
屋
彦
兵
衛 

彫
⼯ 

博
多
⼟
居
町
上 

越
後
屋

藤
次
郎 

豊
前
⼩
倉
筑
前
寓
居
中 

丹
波
屋
藤
七 

村
⽥
屋
政
之
助 

博
多

対
⾺
⼩
路 

判
屋
吉
右
エ
⾨ 

同 

同
善
兵
衛 

同
中
間
町 

判
屋
源
右
エ

⾨ 

宗
像
郡
福
間
町 

⽢
⽊
屋
太
四
郎

九 

摺
⼯ 

⼤
坂
筑
前
寓
居 

河
内
屋

新
七 

 

右
の
巻
末
彫
師
名
⼀
覧
で
⾒
る
だ
け
で
も
︑遠
賀
郡
の
⼈
々
の
名
前
が
並
ぶ
︒

ま
た
︑
傍
線
部
の
﹁
宗
像
郡
福
間
町 
⽢
⽊
屋
太
四
郎
﹂
と
⾒
え
る
⼈
物
は
︑
⻲

井
昭
陽

⼀
〇

が
著
し
た
﹃
家
学
⼩
⾔
﹄
︵
安
政
四
年
刊
︶
に
お
け
る
彫
師
福
間
の

泰
成
堂
太
四
郎
と
同
⼀
⼈
で
︑
こ
れ
ら
は
︑
当
時
の
出
版
事
情
や
そ
の
実
態
も

採
取
で
き
る
好
資
料
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
時
代
の
博
多
歌
⼈
⼤
隈
⾔
道
が
﹃
草

径
集
﹄
の
第
⼆
篇
の
原
稿
を
彫
ら
せ

⼀
⼀

出
版
を
依
頼
し
よ
う
と
語
っ
て
い
た
の

も
︑
こ
の
辺
り
の
彫
師
や
出
版
元
で
あ
り
︑
今
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

地
⽅
版
︑い
わ
ゆ
る
⽥
舎
版
の
出
版
⽂
化

⼀
⼆

が
︑遠
賀
芦
屋
や
中
間
︑底
井
野
︑

⼭
⿅
︑
宗
像
郡
福
間
な
ど
⼀
帯
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒ 

  

四 

﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
構
成
と
そ
の
内
容 

 

﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
構
成
と
そ
の
内
容
を
︑
実
際
に
詳
し
く
⾒
て
み
る
と
︑ 

 

良
⺠
は
﹁
孝
⼼
者
﹂
﹁
奇
特
者
﹂
﹁
忠
義
者
﹂
﹁
貞
節
者
﹂
﹁
勤
功
者
﹂
﹁
⼦

孫
繁
昌
者
﹂
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒ 

例
え
ば
︑
遠
賀
郡
吉
⽥
村
の
良
⺠
で
あ
る
︑
久
作
の
褒
賞
の
記
録
を
例
に
と

っ
て
︑
原
⽂
を
辿
り
な
が
ら
︑
そ
の
実
態
を
⾒
る
こ
と
と
す
る
︒
﹃
筑
紫
遺
愛

集 

遠
賀
下
﹄
に
︑
勤
功
者
と
し
て
︑
次
の
様
に
︑ 

  
 

 
 

 
 

 

勤
功
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
作 

久
作
は
︑
上
底
井
野
村
の
産
な
り
︒
の
ち
に
︑
吉
⽥
村
に
移
り
す
め
り
︒

壮
年
の
こ
ろ
︑
宦
の
仰
を
蒙
り
︑
本
城
村
の
潮
⼲
︑
⿊
崎
の
⼲
潟
を
開
発

し
︑百
余
町
の
新
⽥
を
作
り
し
時
︑格
別
の
働
あ
り
し
に
依
て
賞
せ
ら
れ
︑

⿊
崎
新
⽥
の
う
ち
︑⽥
数
五
畝
を
賜
ふ
︒こ
と
し
明
和
三
年
三
⽉
な
り
き
︒ 

し
か
り
し
の
ち
︑
⼜
︑
遠
鞍
嘉
穂
四
郡
の
⽔
災
を
除
ら
る
べ
き
た
め
︑
寛

延
三
年
よ
り
︑
吉
⽥
村
の
岩
⼭
を
鑿う

が
ち
堀
て
河
と
せ
ら
る
︵
中
略
︶
寛
延

三
年
よ
り
︑
事
を
起
し
︑
宝
暦
九
年
に
⾄
り
︑
⼗
年
の
久
し
き
を
経
て
︑

其
功
な
れ
り
︒
然
る
に
岡
川
よ
り
新
堀
川
に
⽔
を
わ
か
つ
べ
き
所
︑
決
し

か
た
か
り
し
を
︑
中
間
村
の
惣
社
⼭
の
岩
を
切
通
︵
後
略
︶ 

 
と
あ
り
︑
久
作
は
難
⼯
事
の
末
に
︑
遠
賀
堀
川
の
難
所
の
吉
⽥
村
の
い
わ
ゆ
る

﹁
⾞
返
﹂
の
硬
い
岩
⼭
を
ノ
ミ
と
ツ
チ
だ
け
の
⼿
作
業
で
九
年
か
ら
⼗
年
が
か

り
で
︑
⼭
⼀
つ
約
四
百
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
切
り
貫
き
⽔
⾨
を
作
っ
た
︒ 

（

）
六

）
十
一

）九

）十

）
十
二
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郡
若
松
村 

許
⼭
準
次 

画
⼯ 

豊
前
⼩
倉
筑
前
寓
居
中 

村
⽥
応
成 

頭

取 

遠
賀
郡
芦
屋
町 

⼭
本
屋
彦
兵
衛 

彫
⼯ 

博
多
⼟
居
町
上 

越
後
屋

藤
次
郎 

豊
前
⼩
倉
筑
前
寓
居
中 

丹
波
屋
藤
七 

村
⽥
屋
政
之
助 

博
多

対
⾺
⼩
路 

判
屋
吉
右
エ
⾨ 

同 

同
善
兵
衛 

同
中
間
町 

判
屋
源
右
エ

⾨ 

宗
像
郡
福
間
町 

⽢
⽊
屋
太
四
郎

九 

摺
⼯ 

⼤
坂
筑
前
寓
居 

河
内
屋

新
七 

 

右
の
巻
末
彫
師
名
⼀
覧
で
⾒
る
だ
け
で
も
︑遠
賀
郡
の
⼈
々
の
名
前
が
並
ぶ
︒

ま
た
︑
傍
線
部
の
﹁
宗
像
郡
福
間
町 

⽢
⽊
屋
太
四
郎
﹂
と
⾒
え
る
⼈
物
は
︑
⻲

井
昭
陽

⼀
〇

が
著
し
た
﹃
家
学
⼩
⾔
﹄
︵
安
政
四
年
刊
︶
に
お
け
る
彫
師
福
間
の

泰
成
堂
太
四
郎
と
同
⼀
⼈
で
︑
こ
れ
ら
は
︑
当
時
の
出
版
事
情
や
そ
の
実
態
も

採
取
で
き
る
好
資
料
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
時
代
の
博
多
歌
⼈
⼤
隈
⾔
道
が
﹃
草

径
集
﹄
の
第
⼆
篇
の
原
稿
を
彫
ら
せ

⼀
⼀

出
版
を
依
頼
し
よ
う
と
語
っ
て
い
た
の

も
︑
こ
の
辺
り
の
彫
師
や
出
版
元
で
あ
り
︑
今
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

地
⽅
版
︑い
わ
ゆ
る
⽥
舎
版
の
出
版
⽂
化

⼀
⼆

が
︑遠
賀
芦
屋
や
中
間
︑底
井
野
︑

⼭
⿅
︑
宗
像
郡
福
間
な
ど
⼀
帯
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒ 

  

四 

﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
構
成
と
そ
の
内
容 

 

﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
構
成
と
そ
の
内
容
を
︑
実
際
に
詳
し
く
⾒
て
み
る
と
︑ 

 

良
⺠
は
﹁
孝
⼼
者
﹂
﹁
奇
特
者
﹂
﹁
忠
義
者
﹂
﹁
貞
節
者
﹂
﹁
勤
功
者
﹂
﹁
⼦

孫
繁
昌
者
﹂
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒ 

例
え
ば
︑
遠
賀
郡
吉
⽥
村
の
良
⺠
で
あ
る
︑
久
作
の
褒
賞
の
記
録
を
例
に
と

っ
て
︑
原
⽂
を
辿
り
な
が
ら
︑
そ
の
実
態
を
⾒
る
こ
と
と
す
る
︒
﹃
筑
紫
遺
愛

集 

遠
賀
下
﹄
に
︑
勤
功
者
と
し
て
︑
次
の
様
に
︑ 

  
 

 
 

 
 

 

勤
功
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
作 

久
作
は
︑
上
底
井
野
村
の
産
な
り
︒
の
ち
に
︑
吉
⽥
村
に
移
り
す
め
り
︒

壮
年
の
こ
ろ
︑
宦
の
仰
を
蒙
り
︑
本
城
村
の
潮
⼲
︑
⿊
崎
の
⼲
潟
を
開
発

し
︑百
余
町
の
新
⽥
を
作
り
し
時
︑格
別
の
働
あ
り
し
に
依
て
賞
せ
ら
れ
︑

⿊
崎
新
⽥
の
う
ち
︑⽥
数
五
畝
を
賜
ふ
︒こ
と
し
明
和
三
年
三
⽉
な
り
き
︒ 

し
か
り
し
の
ち
︑
⼜
︑
遠
鞍
嘉
穂
四
郡
の
⽔
災
を
除
ら
る
べ
き
た
め
︑
寛

延
三
年
よ
り
︑
吉
⽥
村
の
岩
⼭
を
鑿う

が
ち
堀
て
河
と
せ
ら
る
︵
中
略
︶
寛
延

三
年
よ
り
︑
事
を
起
し
︑
宝
暦
九
年
に
⾄
り
︑
⼗
年
の
久
し
き
を
経
て
︑

其
功
な
れ
り
︒
然
る
に
岡
川
よ
り
新
堀
川
に
⽔
を
わ
か
つ
べ
き
所
︑
決
し

か
た
か
り
し
を
︑
中
間
村
の
惣
社
⼭
の
岩
を
切
通
︵
後
略
︶ 

 

と
あ
り
︑
久
作
は
難
⼯
事
の
末
に
︑
遠
賀
堀
川
の
難
所
の
吉
⽥
村
の
い
わ
ゆ
る

﹁
⾞
返
﹂
の
硬
い
岩
⼭
を
ノ
ミ
と
ツ
チ
だ
け
の
⼿
作
業
で
九
年
か
ら
⼗
年
が
か

り
で
︑
⼭
⼀
つ
約
四
百
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
切
り
貫
き
⽔
⾨
を
作
っ
た
︒ 
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﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
︵
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
︶

⼀
三 

以
前
は
︑
遠
賀
川
の
⽔
流
が
強
く
︑
何
度
も
⽔
⾨
は
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
た

が
︑
久
作
ら
の
今
回
の
⽔
⾨
は
︑
堅
固
で
﹁
中
間
唐
⼾
﹂
と
呼
ば
れ
︑
洪
⽔
の

時
の
⽔
圧
に
も
耐
え
う
る
表
⼾
と
裏
⼾
と
の
⼆
重
構
造
に
作
ら
れ
た
︒
現
在
で

も
︑
当
時
の
⾯
影
を
保
ち
つ
つ
同
じ
場
所
に
残
っ
て
い
る
︒
久
作
は
こ
の
⼤
事

業
の
完
成
に
よ
り
勤
功
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒ 

 

 

次
に
﹃
筑
紫
遺
愛
集 

遠
賀
上
﹄
の
孝
⼼
者
︑
萬
七
の
褒
賞
理
由
を
⾒
る
︒ 

  
 

 
 

 
 

 
 

孝
⼼
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

萬
七 

 

萬
七
は
︑
有
⽑
村
の
⼈
な
り
き
︒
⽣
ま
れ
つ
き
正
直
に
し
て
︑
孝
⼼
厚
く
︑ 

 

妻
は
年
こ
ろ
中
⾵
を
病
︵
中
略
︶
其
折
し
も
︑
⽥
畠
凶
作
打
続
き
︑
家
内
七

⼈
に
て
貧
き
に
迫
り
け
れ
ど
も
⽗
⺟
へ
は
︑
仮
初
に
も
︑
わ
び
し
き
さ
ま
を

⾒
せ
ず
︑
萬
七
壱
⼈
に
て
︑
昼
夜
農
業
を
か
せ
ぎ
︑
兎
⾓
︑
⽗
⺟
の
悦
ぶ
こ

と
を
の
み
む
ね
と
し
︑
兼
ね
て
⽗
忠
助
︑
酒
を
好
し
か
ば
︑
農
業
の
往
来
に

も
酒
屋
に
た
ち
寄
︵
後
略
︶ 

 
こ
れ
は
︑久
作
に
⽐
べ
て
︑ス
ケ
ー
ル
の
⼤
き
さ
や
貢
献
度
は
異
な
る
︒た
だ
︑

官
⺠
⼀
体
と
な
っ
て
の
﹁
良
⺠
﹂
と
は
︑
貧
し
さ
に
も
耐
え
︑
⽗
⺟
に
︑
そ
の

苦
労
は
⾒
せ
ず
︑
し
か
も
⽗
⺟
が
喜
ぶ
こ
と
を
の
み
実
⾏
す
る
こ
と
を
旨
と
し

て
い
る
︒
い
く
ら
凶
作
で
苦
し
く
と
も
︑
⽂
句
を
⾔
わ
ず
︑
酒
が
好
き
な
⽗
に

は
︑
苦
労
し
て
で
も
︑
酒
を
ふ
る
ま
う
こ
と
ま
で
を
理
想
と
し
た
︑
為
政
者
に

（

）
七

）
十
三
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と
っ
て
の
都
合
の
良
い
﹁
良
⺠
﹂
で
も
あ
る
が
︑
実
は
︑
親
を
喜
ば
せ
る
達
成

感
と
積
極
的
な
⾏
為
の
裏
に
⼼
満
た
さ
れ
た
⼼
情
が
採
取
で
き
る
の
で
あ
る
︒ 

 
同
じ
く
﹃
筑
紫
遺
愛
集 

遠
賀
上
﹄
の
次
助
は
︑ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

次
助 

 

次
助
は
︑
中
間
村
の
⼈
な
り
︒
⽣
質
貞
実
な
る
者
に
て
︑
家
内
四
⼈
睦
ま
じ 

 

く
暮
し
け
り
︒
祖
⽗
が
代
ま
で
は
︑
⽥
畠
四
町
余
持
た
り
し
を
︑
今
は
︑
僅 

 

か
に
⽥
畠
九
畝
余
り
を
持
ち
︑
余
は
︑
⼈
の
⽥
を
か
り
抔
し
て
耕
作
せ
り
︒ 

 

 

若
き
⽐
よ
り
家
貧
し
け
れ
ど
も
︑
孝
⾏
の
志
厚
く
両
親
数
⼗
年
の
間
︑
歩
⾏

叶
は
ざ
り
し
を
︑
看
病
⾄
ら
ざ
る
処
な
し
︒
時
と
し
て
は
近
辺
の
野
⼭
な
ど

へ
背
お
ひ
⾏
て
病
苦
を
慰
め
仕
へ
し
と
ぞ 

 

と
︑
や
は
り
︑
貧
し
さ
に
負
け
ず
︑
⾃
ら
苦
難
に
打
ち
勝
ち
︑
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
︑
歩
け
な
い
親
を
背
負
っ
て
野
⼭
に
気
晴
ら
し
に
連
れ
て
⾏
く
と
い
っ
た

⼼
の
配
り
よ
う
︑
親
の
悦
ぶ
こ
と
に
よ
る
⼦
の
満
⾜
感
が
⼤
切
だ
と
伝
え
る
︒ 

こ
れ
に
は
続
き
が
あ
る
︒
﹁
⼀
度
は
妻
を
も
よ
び
⼊
れ
た
れ
ど
︑
⺟
の
気
に

応
ぜ
ざ
る
も
て
離
別
す
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
次
助
は
︑
結
婚
し
て
妻
を
め
と

っ
た
が
︑
そ
の
妻
の
こ
と
を
︑
⺟
が
気
に
⼊
ら
ぬ
の
で
⺟
の
た
め
に
離
婚
す
る

の
で
あ
る
︒
貧
乏
に
愚
痴
を
⾔
わ
な
い
の
は
当
た
り
前
で
︑
苦
し
さ
を
顔
に
出

す
こ
と
な
く
︑
し
か
も
︑
親
の
⼼
の
あ
り
ど
こ
ろ
に
気
配
り
す
る
姿
こ
そ
が
︑

良
⺠
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
の
だ
︒ 

次
は
︑
⼦
孫
繁
昌
者
で
あ
る
︒﹃
筑
紫
遺
愛
集 

遠
賀
下
﹄か
ら
引
⽤
す
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 

⼦
孫
繁
昌
者 

 
 

 
 

 
 

 

嘉
三
郎 

 
 

嘉
三
郎
は
︑
中
底
井
野
の
⼈
な
り
︒
天
保
六
年
⼋
⼗
⼆
才
に
な
れ
り
︒ 

⼦
孫
曽
孫
⽞
孫
現
に
存
す
る
者
︑
六
⼗
⼋
⼈
あ
り
︒
よ
り
て
︑
國
恩
の
忝

を
惑
し
奉
り
︑
⾃
ら
作
り
し
⽶
の
初
穂
⼆
俵
を
上
せ
し
か
ば
︑
志
よ
ろ
し

く
奇
特
な
り
と
て
︑
天
保
六
年
褒
賞
を
賜
ひ
︑
銀
⼦
五
枚
を
與
へ
給
ふ
︒ 

 

嘉
三
郎
︑
家
産
も
乏
し
か
ら
ず
︒
⽥
畠
六
町
六
段
九
畝
⼗
⼋
歩
︑
⾼
六
⼗

⼋
⽯
九
⽃
⼋
升
三
合
も
て
り
︒⼦
五
⼈
︑孫
⼆
⼗
四
⼈
︑曽
孫
三
⼗
⼋
⼈
︑

⽞
孫
⼀
⼈
︑
合
て
六
⼗
⼋
⼈
な
り
︒ 

 

こ
れ
は
︑
ま
さ
し
く
︑
⼦
孫
繁
栄
の
表
彰
で
あ
る
︒
農
業
に
従
事
す
る
者
に

と
っ
て
︑
労
働
⼒
が
増
え
る
の
は
何
よ
り
の
功
労
者
︒ 

 

⼤
⼯
事
を
成
し
得
た
者
も
︑
さ
さ
や
か
な
親
孝
⾏
を
し
た
者
も
︑
家
族
を
た

く
さ
ん
増
や
し
育
て
た
者
も
︑
同
じ
よ
う
に
尊
く
︑
同
じ
よ
う
に
優
れ
て
い
る

こ
と
を
こ
れ
ら
の
例
は
如
実
に
⽰
し
て
い
る
︒ 

 
こ
の
よ
う
に
︑
⼀
⼈
⼀
⼈
の
良
⺠
を
丁
寧
に
取
材
し
て
ま
わ
り
︑
そ
の
逸
話

を
編
纂
し
た
伊
藤
道
保
と
そ
の
周
辺
の
⼈
々
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を
持

ち
︑
ど
の
よ
う
な
師
の
も
と
で
学
問
を
し
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
に
庶
⺠
を
導
い

て
い
っ
た
⼈
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 

（

）
八

『筑紫遺愛集』の成立　─伊藤道保とその周辺をめぐって─　（進藤康子）
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と
っ
て
の
都
合
の
良
い
﹁
良
⺠
﹂
で
も
あ
る
が
︑
実
は
︑
親
を
喜
ば
せ
る
達
成

感
と
積
極
的
な
⾏
為
の
裏
に
⼼
満
た
さ
れ
た
⼼
情
が
採
取
で
き
る
の
で
あ
る
︒ 

 

同
じ
く
﹃
筑
紫
遺
愛
集 

遠
賀
上
﹄
の
次
助
は
︑ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

次
助 

 

次
助
は
︑
中
間
村
の
⼈
な
り
︒
⽣
質
貞
実
な
る
者
に
て
︑
家
内
四
⼈
睦
ま
じ 

 

く
暮
し
け
り
︒
祖
⽗
が
代
ま
で
は
︑
⽥
畠
四
町
余
持
た
り
し
を
︑
今
は
︑
僅 

 

か
に
⽥
畠
九
畝
余
り
を
持
ち
︑
余
は
︑
⼈
の
⽥
を
か
り
抔
し
て
耕
作
せ
り
︒ 

 

 

若
き
⽐
よ
り
家
貧
し
け
れ
ど
も
︑
孝
⾏
の
志
厚
く
両
親
数
⼗
年
の
間
︑
歩
⾏

叶
は
ざ
り
し
を
︑
看
病
⾄
ら
ざ
る
処
な
し
︒
時
と
し
て
は
近
辺
の
野
⼭
な
ど

へ
背
お
ひ
⾏
て
病
苦
を
慰
め
仕
へ
し
と
ぞ 

 

と
︑
や
は
り
︑
貧
し
さ
に
負
け
ず
︑
⾃
ら
苦
難
に
打
ち
勝
ち
︑
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
︑
歩
け
な
い
親
を
背
負
っ
て
野
⼭
に
気
晴
ら
し
に
連
れ
て
⾏
く
と
い
っ
た

⼼
の
配
り
よ
う
︑
親
の
悦
ぶ
こ
と
に
よ
る
⼦
の
満
⾜
感
が
⼤
切
だ
と
伝
え
る
︒ 

こ
れ
に
は
続
き
が
あ
る
︒
﹁
⼀
度
は
妻
を
も
よ
び
⼊
れ
た
れ
ど
︑
⺟
の
気
に

応
ぜ
ざ
る
も
て
離
別
す
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
次
助
は
︑
結
婚
し
て
妻
を
め
と

っ
た
が
︑
そ
の
妻
の
こ
と
を
︑
⺟
が
気
に
⼊
ら
ぬ
の
で
⺟
の
た
め
に
離
婚
す
る

の
で
あ
る
︒
貧
乏
に
愚
痴
を
⾔
わ
な
い
の
は
当
た
り
前
で
︑
苦
し
さ
を
顔
に
出

す
こ
と
な
く
︑
し
か
も
︑
親
の
⼼
の
あ
り
ど
こ
ろ
に
気
配
り
す
る
姿
こ
そ
が
︑

良
⺠
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
の
だ
︒ 

次
は
︑
⼦
孫
繁
昌
者
で
あ
る
︒﹃
筑
紫
遺
愛
集 

遠
賀
下
﹄か
ら
引
⽤
す
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 

⼦
孫
繁
昌
者 

 
 

 
 

 
 

 

嘉
三
郎 

 
 

嘉
三
郎
は
︑
中
底
井
野
の
⼈
な
り
︒
天
保
六
年
⼋
⼗
⼆
才
に
な
れ
り
︒ 

⼦
孫
曽
孫
⽞
孫
現
に
存
す
る
者
︑
六
⼗
⼋
⼈
あ
り
︒
よ
り
て
︑
國
恩
の
忝

を
惑
し
奉
り
︑
⾃
ら
作
り
し
⽶
の
初
穂
⼆
俵
を
上
せ
し
か
ば
︑
志
よ
ろ
し

く
奇
特
な
り
と
て
︑
天
保
六
年
褒
賞
を
賜
ひ
︑
銀
⼦
五
枚
を
與
へ
給
ふ
︒ 

 

嘉
三
郎
︑
家
産
も
乏
し
か
ら
ず
︒
⽥
畠
六
町
六
段
九
畝
⼗
⼋
歩
︑
⾼
六
⼗

⼋
⽯
九
⽃
⼋
升
三
合
も
て
り
︒⼦
五
⼈
︑孫
⼆
⼗
四
⼈
︑曽
孫
三
⼗
⼋
⼈
︑

⽞
孫
⼀
⼈
︑
合
て
六
⼗
⼋
⼈
な
り
︒ 

 

こ
れ
は
︑
ま
さ
し
く
︑
⼦
孫
繁
栄
の
表
彰
で
あ
る
︒
農
業
に
従
事
す
る
者
に

と
っ
て
︑
労
働
⼒
が
増
え
る
の
は
何
よ
り
の
功
労
者
︒ 

 

⼤
⼯
事
を
成
し
得
た
者
も
︑
さ
さ
や
か
な
親
孝
⾏
を
し
た
者
も
︑
家
族
を
た

く
さ
ん
増
や
し
育
て
た
者
も
︑
同
じ
よ
う
に
尊
く
︑
同
じ
よ
う
に
優
れ
て
い
る

こ
と
を
こ
れ
ら
の
例
は
如
実
に
⽰
し
て
い
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
⼀
⼈
⼀
⼈
の
良
⺠
を
丁
寧
に
取
材
し
て
ま
わ
り
︑
そ
の
逸
話

を
編
纂
し
た
伊
藤
道
保
と
そ
の
周
辺
の
⼈
々
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を
持

ち
︑
ど
の
よ
う
な
師
の
も
と
で
学
問
を
し
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
に
庶
⺠
を
導
い

て
い
っ
た
⼈
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 
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五 

伊
藤
道
保
︵
花
守
︶
を
め
ぐ
る
⼈
々 

 

伊
藤
道
保
は
︑遠
賀
郡
中
間
村︵
現
在
の
福
岡
県
中
間
市
︶惣
社
宮
の
神
主
︒

代
々
続
く
中
間
惣
社
宮
の
神
官
の
家
に
︑
寛
政
三
年
︵
⼀
七
九
⼀
︶
に
⽣
ま
れ

る
︒初
名
は
⺠
部
︒⽂
政
⼗
年
五
⽉
従
五
位
伊
賀
守
に
叙
任
︒別
号
伊
藤
花
守
︒

没
年
は
︑
明
治
四
年
︵
⼀
⼋
七
⼀
︶
⼗
⽉
︑
⼋
⼗
歳
︒
歌
集
﹃
岡
縣
集
﹄

⼀
四

付

録
作
者
略
履
歴
に
は
︑
こ
の
こ
と
を
次
の
様
に
記
し
て
い
る
︒ 

伊
藤
道
保 

道
保
訓 

美
知
也
須 

道
保
称
伊
賀
守 

初
名
⺠
部 
中
間
村
神
官
伊
藤
摂
津
守
道
信
嫡
⼦ 

承
家

為
神
官 

⽂
政
⼗
年
五
⽉
補
任 

従
五
位
下 
伊
賀
守 

著 

筑
紫
遺
愛
集 

⾏
于
世 

明
治
四
年
⼗
⽉
歿 

壽
⼋
⼗
⼀
歳 
 

と
記
述
が
あ
る
︒
改
め
て
﹁
み
ち
や
す
﹂
と
い
う
訓
み
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
︒ 

伊
藤
道
保
が
⽣
ま
れ
た
寛
政
三
年
頃
は
︑
ち
ょ
う
ど
﹃
肥
後
孝
⼦
伝
﹄
﹃
備

前
国
孝
⼦
伝
﹄
﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
後
編
﹄
が
⽴
て
続
け
に
出
版
さ
れ
て
お

り
︑
道
保
が
⼗
歳
の
頃
︑
折
し
も
︑
満
を
持
し
て
﹃
官
版 

孝
義
録
﹄
が
出
版

さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
道
保
は
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
編
者
と
い

う
だ
け
で
な
く
︑様
々
な
歌
会
を
催
す
こ
と
に
よ
り
︑多
く
の
⼈
々
を
育
て
た
︒

そ
れ
は
︑
師
の
伊
藤
常
⾜
か
ら
伝
え
ら
れ
た
幅
広
い
学
問
で
あ
っ
た
︒ 

 

師
の
伊
藤
常
⾜
は
︑
鞍
⼿
の
古
⾨
神
社
︵
古
物
神
社
︶
神
官
で
国
学
者
︒
安

永
三
年
︵
⼀
七
七
四
︶
⽣
ま
れ
︑
安
政
五
年
︵
⼀
⼋
五
⼋
︶
⼋
五
歳
で
没
し
た
︒

は
じ
め
⻘
柳
種
信
に
⼊
⾨
︑
そ
の
後
︑
⽂
化
六
年
︵
⼀
⼋
〇
九
︶
に
上
京
し
︑

伊
勢
へ
も
巡
り
︑
伊
勢
神
宮
外
宮
神
官
⾜
代
弘
訓
や
︑
伴
信
友
︑
⾹
川
景
樹
ら

と
交
わ
り
︑
本
居
⼤
平
に
⼊
⾨
す
る
︒
こ
れ
ら
の
交
わ
り
が
︑
後
に
︑
⾨
下
の

伊
藤
道
保
や
そ
の
⼦
伊
藤
保
親
た
ち
が
︑
⾜
代
弘
訓
と
交
流
す
る
き
っ
か
け
を

⽣
み
出
し
︑
遠
賀
川
流
域
の
⼈
々
の
学
問
と
⽂
化
の
伝
播
に
更
に
寄
与
す
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
︒ 

 

常
⾜
は
︑
⼋
⼗
⼆
巻
に
も
及
ぶ
地
誌
﹃
太
宰
管
内
志
﹄
を
︑
⽂
化
元
年
︵
⼀
⼋
〇

四
︶
か
ら
三
⼗
七
年
か
け
て
完
成
さ
せ
︑
天
保
⼗
⼆
年
︵
⼀
⼋
四
⼀
︶
福
岡
藩
へ
献

上
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
加
え
て
︑
歌
集
﹃
岡
縣
集
﹄
を
編
纂
し
︑
鞍
⼿
︑
中

間
︑
底
井
野
な
ど
遠
賀
川
流
域
の
庶
⺠
の
教
育
を
広
め
た
国
学
者
で
︑
特
に
︑

底
井
野
の
﹃
東
路
⽇
記
﹄

⼀
五

を
著
し
た
⼩
⽥
宅
⼦
な
ど
を
⾨
下
に
持
ち
︑
地
元

の
⼥
流
歌
⼈
を
も
多
く
育
て
た
こ
と
で
も
注
⽬
に
値
す
る
︒
そ
し
て
︑
福
岡
⽷

島
の
桜
井
神
社
に
図
書
館
を
創
設
し
︑
桜
井
神
社
に
お
い
て
も
藤
⽥
正
兼
ら
に

幅
広
く
教
授
し
︑
歌
会
を
催
し
て
い
た
︒ 

常
⾜
の
歌
会
と
同
様
の
形
式
で
︑
道
保
も
惣
社
宮
を
中
⼼
と
し
て
婦
⼥
⼦
を

含
む
庶
⺠
の
教
育
の
⼀
環
と
し
て
歌
会
を
開
催
し
︑
ま
た
国
学
を
広
め
た
︒
道

保
は
︑
⼦
の
保
親
を
弘
化
⼆
年
︵
⼀
⼋
四
五
︶
に
︑
常
⾜
と
交
流
の
あ
る
伊
勢

の
⾜
代
弘
訓
に
⼊
⾨
さ
せ
て
い
る
︒ 

 

（

）
九

）
十
五

）
十
四
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保
親
は
︑
⽂
化
⼗
⼆
年
︵
⼀
⼋
⼀
五
︶
に
⽣
ま
れ
る
︒
明
治
⼗
七
年
︵
⼀
⼋

⼋
四
︶
に
六
⼗
九
歳
で
没
し
て
い
る
︒
周
防
守
︒
は
じ
め
は
︑
中
間
村
総
社
宮

の
神
官
で
︑
⽗
道
保
と
共
に
総
社
宮
の
神
職
を
務
め
て
い
た
が
︑
朝
倉
郡
の
秋

⽉
⼋
幡
宮
の
宮
永
家
が
廃
絶
し
た
の
で
︑
⿊
⽥
藩
主
の
命
で
︑
宮
永
家
を
継
ぎ

宮
永
保
親
と
な
る
︒
国
学
・
神
道
は
伊
勢
⾜
代
弘
訓
︑
鞍
⼿
伊
藤
常
⾜
⾨
下
︒ 

 

歌
集
﹃
岡
縣
集
﹄
付
録
作
者
略
履
歴
に
は
︑ 

伊
藤
保
親 

保
親
訓
也
須
知
加 

保
親 

初
通
称
栄
太
郎 

後
改
名
⼤
炊
助 

号
鳩
⼭ 

中
間
村
神
官
伊
藤
伊

賀
守
道
保
⻑
⼦
年
⼗
五 

師
常
⾜
翁
之
⻑
⼦
南
華 

学
術
既
⽽
専
志
皇
学
学

⼲
翁 

研
鑽
不
懈
業
⼤
進 

弘
化
⼆
年 

⼊
伊
勢
国
⾜
代
弘
訓
之
⾨ 

此
年

有
於
禁
中
国
史
御
會
三
条
実
満
郷 

使
弘
訓
修
國
史
弘
訓 
編
集
三
代
実
録 

⽂
徳
実
録
⼈
名
録 

以
上
之
保
親 

為
其
助
⼿
云 

既
⽽
帰
國
⼲
時
上 

秋

⽉
村
⼋
幡
宮
神
官 

宮
永
⽒
之
家
有 

故
断
絶 

藩
主 

使
保
親
継
其
名
跡

冒
其
姓
為
神
官
任 

周
防
守
叙
従
五
位
下 

藩
主
殊
優
遇
之
列
⼠
籍
受
年
始

礼
⼩
書
院
蓋
異
教
也 

明
治
⼗
七
年 

病
逝 

享
年
六
⼗
有
九 

と
記
載
が
あ
る
︒ 

保
親
が
記
し
た
﹃
⾼
瀬
⽇
記
﹄
に
お
い
て
は
︑
⻄
川
︵
遠
賀
川
⽀
流
︶
を
芦

屋
か
ら
浅
⽊
ま
で
の
⾈
路
の
紀
⾏
と
も
⾔
え
る
も
の
で
︑
師
の
常
⾜
を
鞍
⼿
の

⾃
宅
へ
送
り
が
て
ら
の
︑
雅
び
な
⾈
中
で
の
歌
会
の
様
⼦
も
描
か
れ
遠
賀
の
⽂

化
の
豊
か
さ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
︒
保
親
が
伊
勢
の
⾜
代
弘
訓
に
⼊
⾨
し
た
弘
化

⼆
年
︑
折
し
も
︑
そ
の
時
の
様
⼦
を
記
し
た
越
野
守
任
の
﹃
あ
し
で
の
⽇
記
﹄

が
残
っ
て
お
り
︑
内
容
の
精
査
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
ま
た
︑
⽗
の
道
保

が
中
間
で
の
⽂
化
の
伝
播
を
指
導
し
た
よ
う
に
︑
保
親
は
︑
⿊
⽥
秋
⽉
藩
地
で

の
国
学
の
中
⼼
的
⼈
物
と
し
て
︑国
学
と
和
歌
を
教
え
︑⾨
⼈
は
︑江
藤
正
澄
︑

⼤
倉
種
教
な
ど
千
⼆
百
⼈
以
上
に
上
っ
た
︒
秋
⽉
藩
主
等
と
の
和
歌
⼀
夜
百
⾸

会
の
席
で
は
百
五
⼗
⾸
を
詠
じ
た
︒
著
作
は
︑
内
国
諸
図
︑
国
考
証
︑
好
古
⽬

録
︑
稀
⾔
作
例
等
︒ 

さ
て
︑
現
在
︑
中
間
市
教
育
委
員
会
に
は
︑
次
の
様
に
︑
紙
焼
き
資
料
等
が

存
在
す
る

⼀
六

︒ 

 
 

嘉
永
六
年
丑
⽇
記 

 

伊
藤
伊
賀
守 

 
 

安
政
六
年 

遠
賀
郡
中
間
村 

惣
社
⼋
幡
宮
年
中
⾏
事 

 
 

安
政
七
年
申
記
録 

 

中
間
村
惣
社
神
社 

伊
藤
伊
賀
守 

 
 

筑
紫
遺
愛
集 

 
 

 

伊
藤
道
保
編 

抄
録 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鞍
⼿
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

遠
賀
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

遠
賀
下 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

嘉
⿇
郡 

穂
波
郡
︵
原
本
︶ 

 
 

明
治
三
丑
⽇
記 

 
 

伊
藤
花
守 

（
十
）
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明
治
三
年
午
⽇
記 

 

中
間
村
惣
社
神
社 

伊
藤
花
守 

明
治
三
年
午
抄
録 

 

中
間
村
惣
社
神
社 

伊
藤
花
守 

加
え
て
︑
貴
重
な
書
物
と
し
て 

惣
社
宮
御
社
實
寫
︵
原
本
︶ 

が
あ
り
︑
そ
の
跋
に
次
の
よ
う
に
常
⾜
の
書
き
⼊
れ
が
あ
る
︒ 

 

中
間
の
⾥
な
る 

 

惣
社
の
み
や
の
事
か
き
た
る 

 

も
の
の
か
た
は
し
に
か
き
付
け
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
⼗
翁 
常
⾜ 

 

流
れ
て
の 

世
に
し
残
れ
ば 

 

か
り
そ
め
の 

す
さ
び
と
誰
か 

み
づ
く
き
の
あ
と 

右
の
︑
常
⾜
﹁
七
⼗
翁
﹂
の
記
述
に
よ
り
年
代
も
天
保
⼗
五
年
あ
た
り
だ
と
判

明
す
る
︒
惣
社
宮
と
常
⾜
と
の
関
係
性
の
深
さ
を
表
す
書
付
で
あ
る
︒ 

特
に
注
⽬
す
べ
き
は
︑
伊
藤
道
保
の
﹃
明
治
三
午
⽇
記
﹄
に
は
︑
上
梓
後
の

⻑
知
公
か
ら
の
褒
美
の
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
︒こ
の
﹃
明
治
三
午
⽇
記
﹄﹁
伊

藤
花
守
﹂

⼀
七

と
題
す
る
こ
の
⽇
記
の
五
⽉
⼆
⼗
九
⽇
の
条
を
⾒
て
み
る
と
︑ 

            
 

 
 

 
 

 

       
 

 
 

 
 

 

﹃
明
治
三
午
⽇
記
﹄
伊
藤
花
守 

︵
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
蔵
︶ 

10 
 

保
親
は
︑
⽂
化
⼗
⼆
年
︵
⼀
⼋
⼀
五
︶
に
⽣
ま
れ
る
︒
明
治
⼗
七
年
︵
⼀
⼋

⼋
四
︶
に
六
⼗
九
歳
で
没
し
て
い
る
︒
周
防
守
︒
は
じ
め
は
︑
中
間
村
総
社
宮

の
神
官
で
︑
⽗
道
保
と
共
に
総
社
宮
の
神
職
を
務
め
て
い
た
が
︑
朝
倉
郡
の
秋

⽉
⼋
幡
宮
の
宮
永
家
が
廃
絶
し
た
の
で
︑
⿊
⽥
藩
主
の
命
で
︑
宮
永
家
を
継
ぎ

宮
永
保
親
と
な
る
︒
国
学
・
神
道
は
伊
勢
⾜
代
弘
訓
︑
鞍
⼿
伊
藤
常
⾜
⾨
下
︒ 

 

歌
集
﹃
岡
縣
集
﹄
付
録
作
者
略
履
歴
に
は
︑ 

伊
藤
保
親 

保
親
訓
也
須
知
加 

保
親 

初
通
称
栄
太
郎 

後
改
名
⼤
炊
助 

号
鳩
⼭ 

中
間
村
神
官
伊
藤
伊

賀
守
道
保
⻑
⼦
年
⼗
五 

師
常
⾜
翁
之
⻑
⼦
南
華 

学
術
既
⽽
専
志
皇
学
学

⼲
翁 

研
鑽
不
懈
業
⼤
進 

弘
化
⼆
年 

⼊
伊
勢
国
⾜
代
弘
訓
之
⾨ 

此
年

有
於
禁
中
国
史
御
會
三
条
実
満
郷 

使
弘
訓
修
國
史
弘
訓 

編
集
三
代
実
録 

⽂
徳
実
録
⼈
名
録 

以
上
之
保
親 

為
其
助
⼿
云 

既
⽽
帰
國
⼲
時
上 

秋

⽉
村
⼋
幡
宮
神
官 

宮
永
⽒
之
家
有 

故
断
絶 

藩
主 

使
保
親
継
其
名
跡

冒
其
姓
為
神
官
任 

周
防
守
叙
従
五
位
下 

藩
主
殊
優
遇
之
列
⼠
籍
受
年
始

礼
⼩
書
院
蓋
異
教
也 

明
治
⼗
七
年 

病
逝 

享
年
六
⼗
有
九 

と
記
載
が
あ
る
︒ 

保
親
が
記
し
た
﹃
⾼
瀬
⽇
記
﹄
に
お
い
て
は
︑
⻄
川
︵
遠
賀
川
⽀
流
︶
を
芦

屋
か
ら
浅
⽊
ま
で
の
⾈
路
の
紀
⾏
と
も
⾔
え
る
も
の
で
︑
師
の
常
⾜
を
鞍
⼿
の

⾃
宅
へ
送
り
が
て
ら
の
︑
雅
び
な
⾈
中
で
の
歌
会
の
様
⼦
も
描
か
れ
遠
賀
の
⽂

化
の
豊
か
さ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
︒
保
親
が
伊
勢
の
⾜
代
弘
訓
に
⼊
⾨
し
た
弘
化

⼆
年
︑
折
し
も
︑
そ
の
時
の
様
⼦
を
記
し
た
越
野
守
任
の
﹃
あ
し
で
の
⽇
記
﹄

が
残
っ
て
お
り
︑
内
容
の
精
査
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
ま
た
︑
⽗
の
道
保

が
中
間
で
の
⽂
化
の
伝
播
を
指
導
し
た
よ
う
に
︑
保
親
は
︑
⿊
⽥
秋
⽉
藩
地
で

の
国
学
の
中
⼼
的
⼈
物
と
し
て
︑国
学
と
和
歌
を
教
え
︑⾨
⼈
は
︑江
藤
正
澄
︑

⼤
倉
種
教
な
ど
千
⼆
百
⼈
以
上
に
上
っ
た
︒
秋
⽉
藩
主
等
と
の
和
歌
⼀
夜
百
⾸

会
の
席
で
は
百
五
⼗
⾸
を
詠
じ
た
︒
著
作
は
︑
内
国
諸
図
︑
国
考
証
︑
好
古
⽬

録
︑
稀
⾔
作
例
等
︒ 

さ
て
︑
現
在
︑
中
間
市
教
育
委
員
会
に
は
︑
次
の
様
に
︑
紙
焼
き
資
料
等
が

存
在
す
る

⼀
六

︒ 

 
 

嘉
永
六
年
丑
⽇
記 

 

伊
藤
伊
賀
守 

 
 

安
政
六
年 

遠
賀
郡
中
間
村 

惣
社
⼋
幡
宮
年
中
⾏
事 

 
 

安
政
七
年
申
記
録 

 

中
間
村
惣
社
神
社 

伊
藤
伊
賀
守 

 
 

筑
紫
遺
愛
集 

 
 

 

伊
藤
道
保
編 

抄
録 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鞍
⼿
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

遠
賀
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

遠
賀
下 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

嘉
⿇
郡 

穂
波
郡
︵
原
本
︶ 

 
 

明
治
三
丑
⽇
記 

 
 

伊
藤
花
守 

（
十
一
）

）
十
七
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五
⽉
⼆
⼗
九
⽇ 

御
上
⻑
知
公
ゟ
︑
富
⼠
⼭
之
御
詠
歌
︑
絹
地
︑
⼤
幅
ニ

被
遊
御
染
筆
御
拝
領
被
仰
付
候
事
︒
此
儀
ハ
︑
遺
愛
集
献
本
為
御
報
被
仰
付

候
段
︑
⼩
河
愛
四
郎
殿
ゟ
申
来
ル
︒
御
召
参
上
御
拝
領
可
被
仰
付
候
処
︑
御

差
送
リ
被
下
候
段
︵
後
略
︶ 

 

と
︑
記
さ
れ
て
い
る
︒
⻑
知
公
か
ら
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
出
版
の
褒
美
に
︑

富
⼠
⼭
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
御
歌
の
⾃
筆
⼤
幅
を
頂
い
た
こ
と
な
ど
が
詳
し
く

記
さ
れ
て
お
り
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
後
⽇
談
を
記
し
た
貴
重
な
資
料
と
な
っ

て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
の
藩
か
ら
の
使
い
⼩
河
愛
四
郎
は
︑
折
し
も
こ
の
す

ぐ
後
に
贋
札
事
件

⼀
⼋

で
︑
不
遇
に
も
処
刑
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
は
︑
誰
に
も

予
測
で
き
な
か
っ
た
︒
事
件
直
前
ま
で
︑
こ
の
よ
う
に
⽣
き
⽣
き
と
職
務
を
果

た
し
て
い
た
事
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
詳
細
に
読
み
解
い
て
い
く
と
︑
歴
史
と
⽂

化
の
細
や
か
な
実
状
を
物
語
る
か
け
が
え
の
な
い
⽇
記
群
な
の
で
あ
る
︒ 

 

 

六 

お
わ
り
に 

 

以
上
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
中
⼼
に
︑
惣
社
宮
神
官
伊
藤
道
保
の
⽂
化
圏
の

⼀
端
を
紹
介
し
た
︒
﹃
惣
社
宮
御
社
實
寫
﹄
の
跋
⽂
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑

伊
藤
常
⾜
を
中
⼼
と
し
て
実
っ
た
豊
か
な
⽂
化
は
︑
伊
藤
道
保
へ
と
繋
が
り
︑

そ
の
⼦
保
親
が
受
け
継
ぎ
︑
遠
賀
の
⽂
化
は
︑
脈
々
と
秋
⽉
の
地
ま
で
広
が
り

を
⾒
せ
た
の
で
あ
る
︒ 

更
に
そ
の
広
が
り
を
⽰
す
資
料
と
し
て
︑関
⻄
⼤
学
図
書
館
特
別
⽂
庫
に﹃
宮

永
保
親
著
述
⽬
録
﹄
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
﹃
秋
⽉
地
理
志
﹄
⼀
冊
﹂
と
並
ん

で
︑
次
の
項
⽬
に
︑
﹁
﹃
秋
⽉
⼈
物
志
﹄
⼀
冊
﹂
と
あ
り
︑
﹁
秋
⽉
旧
縣
ノ
孝

⼦
節
婦
善
⾏
ノ
者
ノ
傳
ヲ
ク
ハ
シ
ク
﹂
と
記
述
が
あ
る
︒ 

こ
れ
は
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
受
け
継
ぎ
︑
秋
⽉
⼋
幡
宮
に
お
い
て
︑
保
親
が
︑

同
じ
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
︑
孝
⼦
良
⺠
を
取
材
し
︑
聞
き
取
り
調
査
を
し
︑
実

際
に
逸
話
を
確
か
め
︑
孝
⼦
伝
を
収
集
し
編
纂
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
残
念
な
こ
と
に
出
版
に
は
⾄
っ
て
は
い
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
よ

う
に
孝
⼦
伝
の
編
纂
の
志
は
︑
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
⽰
し
て
お
り
︑

明
治
期
に
⼊
っ
て
も
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
し
て
そ
れ
は
︑
元
を
辿
れ
ば
︑
実
は
﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
の
藤
井
懶
斎
の
⾃

序
や
凡
例
で
⽰
し
た
と
こ
ろ
の
︑
﹁
中
国
の
⼈
は
︑
中
国
の
孝
⼦
良
⺠
説
話
で

⼈
を
治
め
る
﹂
が
︑
﹁
⽇
本
⼈
は
︑
⽇
本
⼈
な
り
の
孝
⼦
説
話
で
⼈
の
⼼
を
治

め
る
こ
と
が
⼤
切
﹂
と
い
う
⽅
針
で
あ
り
︑
そ
の
孝
⼦
良
⺠
説
話
は
︑
ま
さ
に

信
頼
で
き
る
根
拠
で
︑
事
実
に
基
づ
く
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
信
念
で
あ
っ
た
︒ 

（
十
二
）

）十
八
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そ
れ
故
に
︑
編
纂
者
は
︑
⾃
分
の
⽬
で
⽿
で
実
際
に
虚
実
を
確
か
め
る
採
録

態
度
で
収
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︑
懶
斎
の
確
固
た
る
基
本
姿
勢
が

⽰
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
れ
を
︑
筑
前
藩
の
﹃
筑
前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
﹄
﹃
筑

前
国
孝
⼦
良
⺠
伝
続
編
﹄
が
受
け
継
ぎ
︑
ま
た
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
へ
と
志
は

貫
か
れ
て
い
っ
た
︒
し
か
も
︑
当
時
の
政
治
的
な
倫
理
観
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も

あ
っ
て
︑
孝
⼦
良
⺠
⽂
化
の
爆
発
的
な
流
⾏
と
爛
熟
が
連
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
︒ 

 

今
後
︑
中
間
市
教
育
委
員
会
の
蔵
書
︑
お
よ
び
︑
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
の

伊
藤
家
⽂
書
の
新
資
料
︑﹁
明
治
⼆
年
花
守
⽇
記﹃
明
治
⼆
年
な
る
べ
し
﹄﹂⼀

九

に
お
け
る
︑
道
保
の
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
献
本
前
後
の
具
体
的
記
述
な
ど
を
精
査

し
︑
江
⼾
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
⾄
る
ま
で
の
時
期
に
花
開
い
た
︑
遠
賀
川

流
域
の
道
保
︑
保
親
ら
に
よ
る
活
気
あ
る
⽂
化
圏
の
広
が
り
と
︑
庶
⺠
へ
の
⼼

豊
か
な
思
想
と
⽂
化
の
浸
透
の
深
さ
を
解
明
を
し
て
い
き
た
い
︒ 

 
 

     

注 
                                        

 

⼀  

中
国
で
古
来
著
名
な
孝
⼦
⼆
⼗
四
⼈
の
伝
記
と
詩
を
記
し
た
教
訓
書
︒ 

漢
の
⽂
帝
・
曽
参
・
閔
⼦
騫
・
仲
由
・
董
永
・
剡
⼦
・
江
⾰
・
陸
績
・
唐
夫

⼈
・
呉
猛
・
王
祥
・
郭
巨
・
楊
⾹
・
朱
寿
昌
・
庾
黔
婁
・
⽼
莱
⼦
・
蔡
順
・

⻩
⾹
・
姜
詩
・
王
褒
・
丁
蘭
・
孟
宗
・
⻩
庭
堅
・
虞
舜
︒
元
の
郭
居
敬
の
原
作

と
伝
わ
る
︒
⽇
本
で
も
翻
訳
さ
れ
︑
仮
名
草
⼦
や
浄
瑠
璃
な
ど
に
も
多
く
取
り

⼊
れ
ら
れ
た
︒ 

⼆  

井
上
敏
幸
著﹁
孝
⼦
婦
伝
﹂﹃
福
岡
県
史 

近
世
研
究
編
・
福
岡
藩
﹄︵
昭
和
58

年
︶
⻄
⽇
本
⽂
化
協
会
編 

参
照
︒ 

三 
 

勝
⼜
基
著
﹁
松
平
忠
房
の
孝
⼦
伝
︱
漢
⽂
孝
⼦
伝
の
役
割
と
展
開
︱
﹂﹃
近
世

⽂
藝
﹄
91
︑
平
成
22
年
︑
30
〜
43
⾴
参
照
︒ 

 
 

勝
⼜
基
著﹃
孝
⼦
を
訪
ね
る
旅・江
⼾
期
社
会
を
⽀
え
た
⼈
々
﹄三
弥
井
書
店
︑

平
成
27
年
参
照
︒ 

四  

紺
⾊
に
染
め
た
⿇
縄
を
︑
お
⾦
の
⽳
に
通
し
て
結
ん
だ
も
の
︒
⼀
貫
⽂
は
︑
千

⽂
︒
五
貫
⽂
は
︑
五
千
⽂
で
︑
約
⼀
両
︒
⽶
の
値
段
に
し
て
換
算
す
る
と
現
在

の
お
よ
そ
⼗
万
円
〜
⼆
⼗
万
円
相
当
︒落
語
の
中
で
は
褒
美
と
し
て
し
ば
し
ば

﹁
⻘
緡
﹂
が
⽤
い
ら
れ
た
︒ 

五  

い
く
ら
か
の
⾦
︒
⼨
志
程
度
の
⾦
︒ 

六  

福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵 

七  

他
に
も
︑幕
末
の
⼩
倉
の
様
⼦
や
⾵
俗
を
描
い
た﹁
豊
国
名
所
﹂な
ど
が
あ
る
︒

円
⼭
応
挙
の
孫
︑
応
震
に
学
ん
だ
︒ 

⼋  
慶
応
元
年
三
⽉
に
芦
屋
で
⾼
野
知
騰
と
内
野
正
⼀
に
会
い
︑本
書
を
⾒
せ
た
と

こ
ろ
︑
上
梓
を
勧
め
ら
れ
︑
藩
の
許
可
を
得
︑
遠
賀
郡
の
﹁
み
こ
と
も
ち
﹂
肥

塚
勝
寅
の
⽀
援
も
あ
り
︑若
松
村
の
⼭
本
英
貞
の
資
⾦
援
助
を
得
て
上
梓
し
た

も
の
で
あ
る
︒﹁
福
岡
の
南
な
る
住
吉
の
⾥
に
す
め
る
内
野
正
⼀
跋
﹂と
あ
る
︒ 

九  

傍
線
は
筆
者 

⼀
〇 

博
多
の
儒
学
者
で
⽢
棠
館
の
⻲
井
南
冥
の
⼦
︒ 

 

⼀
⼀ 

⼤
隈
⾔
道
の
飯
塚
の
⾨
⼈
⼩
林
重
治
︒ 
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五
⽉
⼆
⼗
九
⽇ 

御
上
⻑
知
公
ゟ
︑
富
⼠
⼭
之
御
詠
歌
︑
絹
地
︑
⼤
幅
ニ

被
遊
御
染
筆
御
拝
領
被
仰
付
候
事
︒
此
儀
ハ
︑
遺
愛
集
献
本
為
御
報
被
仰
付

候
段
︑
⼩
河
愛
四
郎
殿
ゟ
申
来
ル
︒
御
召
参
上
御
拝
領
可
被
仰
付
候
処
︑
御

差
送
リ
被
下
候
段
︵
後
略
︶ 

 

と
︑
記
さ
れ
て
い
る
︒
⻑
知
公
か
ら
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
出
版
の
褒
美
に
︑

富
⼠
⼭
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
御
歌
の
⾃
筆
⼤
幅
を
頂
い
た
こ
と
な
ど
が
詳
し
く

記
さ
れ
て
お
り
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
の
後
⽇
談
を
記
し
た
貴
重
な
資
料
と
な
っ

て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
の
藩
か
ら
の
使
い
⼩
河
愛
四
郎
は
︑
折
し
も
こ
の
す

ぐ
後
に
贋
札
事
件

⼀
⼋

で
︑
不
遇
に
も
処
刑
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
は
︑
誰
に
も

予
測
で
き
な
か
っ
た
︒
事
件
直
前
ま
で
︑
こ
の
よ
う
に
⽣
き
⽣
き
と
職
務
を
果

た
し
て
い
た
事
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
詳
細
に
読
み
解
い
て
い
く
と
︑
歴
史
と
⽂

化
の
細
や
か
な
実
状
を
物
語
る
か
け
が
え
の
な
い
⽇
記
群
な
の
で
あ
る
︒ 

 

 

六 

お
わ
り
に 

 

以
上
︑
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
中
⼼
に
︑
惣
社
宮
神
官
伊
藤
道
保
の
⽂
化
圏
の

⼀
端
を
紹
介
し
た
︒
﹃
惣
社
宮
御
社
實
寫
﹄
の
跋
⽂
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑

伊
藤
常
⾜
を
中
⼼
と
し
て
実
っ
た
豊
か
な
⽂
化
は
︑
伊
藤
道
保
へ
と
繋
が
り
︑

そ
の
⼦
保
親
が
受
け
継
ぎ
︑
遠
賀
の
⽂
化
は
︑
脈
々
と
秋
⽉
の
地
ま
で
広
が
り

を
⾒
せ
た
の
で
あ
る
︒ 

更
に
そ
の
広
が
り
を
⽰
す
資
料
と
し
て
︑関
⻄
⼤
学
図
書
館
特
別
⽂
庫
に﹃
宮

永
保
親
著
述
⽬
録
﹄
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
﹃
秋
⽉
地
理
志
﹄
⼀
冊
﹂
と
並
ん

で
︑
次
の
項
⽬
に
︑
﹁
﹃
秋
⽉
⼈
物
志
﹄
⼀
冊
﹂
と
あ
り
︑
﹁
秋
⽉
旧
縣
ノ
孝

⼦
節
婦
善
⾏
ノ
者
ノ
傳
ヲ
ク
ハ
シ
ク
﹂
と
記
述
が
あ
る
︒ 

こ
れ
は
﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
を
受
け
継
ぎ
︑
秋
⽉
⼋
幡
宮
に
お
い
て
︑
保
親
が
︑

同
じ
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
︑
孝
⼦
良
⺠
を
取
材
し
︑
聞
き
取
り
調
査
を
し
︑
実

際
に
逸
話
を
確
か
め
︑
孝
⼦
伝
を
収
集
し
編
纂
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
残
念
な
こ
と
に
出
版
に
は
⾄
っ
て
は
い
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
よ

う
に
孝
⼦
伝
の
編
纂
の
志
は
︑
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
⽰
し
て
お
り
︑

明
治
期
に
⼊
っ
て
も
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
し
て
そ
れ
は
︑
元
を
辿
れ
ば
︑
実
は
﹃
本
朝
孝
⼦
伝
﹄
の
藤
井
懶
斎
の
⾃

序
や
凡
例
で
⽰
し
た
と
こ
ろ
の
︑
﹁
中
国
の
⼈
は
︑
中
国
の
孝
⼦
良
⺠
説
話
で

⼈
を
治
め
る
﹂
が
︑
﹁
⽇
本
⼈
は
︑
⽇
本
⼈
な
り
の
孝
⼦
説
話
で
⼈
の
⼼
を
治

め
る
こ
と
が
⼤
切
﹂
と
い
う
⽅
針
で
あ
り
︑
そ
の
孝
⼦
良
⺠
説
話
は
︑
ま
さ
に

信
頼
で
き
る
根
拠
で
︑
事
実
に
基
づ
く
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
信
念
で
あ
っ
た
︒ 

（
十
三
）

十
一） 二）三）四）五）六）七）八）九）十） 一）

）十
九
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進
藤
康
⼦
著
﹁
⼤
隈
⾔
道
⾃
筆
資
料
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄┆

⾔
道
⾨
下
⼩
林
重
治

歌
集 

︵
⼀
︶〜︵
三
︶﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄第
10
巻
〜
13
巻 

︑

平
成
20
〜
22
年
参
照
︒ 

⼀
⼆ 

中
野
三
敏
著
﹁
出
版
﹂﹁﹃
福
岡
県
史 

近
世
研
究
編
・
福
岡
藩
︶﹄
第
三
節
︵
第

５
章
⽂
学
︶︑
昭
和
58
年
参
照
︒
中
野
⽒
は
﹁
中
村
幸
彦
⽒
の
近
世
地
⽅
版
研

究
の
提
唱
﹂
に
お
け
る
﹁
地
⽅
版
﹂
と
称
す
る
も
の
の
定
義
づ
け
を
紹
介
し
て

い
る
︒ 

⼀
三 

福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
本
︒
原
本
確
認
︒
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
紙
焼
き
版
︒ 

⼀
四 

伊
藤
常
⾜
編
︒
天
保
七
年
︵
⼀
⼋
三
六
︶
成
⽴
︒
遠
賀
郡
に
お
け
る
常
⾜
⾨
下

家
集
︒
⼩
⽥
家
⼦
な
ど
⼥
流
歌
⼈
も
多
数
収
載
さ
れ
て
い
る
︒
福
岡
県
⽴
図
書

館
蔵
︒ 

⼀
五 

井
上
敏
幸
・
進
藤
康
⼦
他
著
﹁
福
岡
⼥
⼦
⼤
学
附
属
図
書
館
蔵
﹃
東
路
⽇
記
﹄

翻
刻
・
解
題(

上)

︵
下
︶
﹂
﹃
⾹
椎
潟
﹄
40
号
〜
41
号
︑
福
岡
⼥
⼦
⼤
学
︑

平
成
7
〜
8
年
参
照
︒ 

⼀
六 

伊
藤
道
保
の
夥
し
い
数
の
原
本
群
は
︑北
九
州
市
⽴
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
に

ま
と
め
て
委
託
さ
れ
︑
伊
藤
家
⽂
書
と
し
て
現
存
す
る
︒ 

⼀
七 

北
九
州
市
⽴
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
蔵
︒ 

 

⼀
⼋ 

明
治
三
年
︑
福
岡
藩
贋
札
事
件
で
︑
責
任
者
の
⼩
河
愛
四
郎
︑
⽮
野
安
雄
ら
五

⼈
が
斬
⾸
︑
藩
知
事
の
⻑
知
は
罷
免
︑
閉
⾨
と
な
っ
た
︒ 

⼀
九 

こ
の
度
︑
新
た
に
︑
﹁
明
治
⼆
年
花
守
⽇
記
﹃
明
治
⼆
年
な
る
べ
し
﹄﹂︵
北
九

州
市
⽴
い
の
ち
の
旅
博
物
館
蔵
︶
と
題
す
る
⽇
記
が
⾒
つ
か
り
︑﹃
筑
紫
遺
愛

集
﹄
献
本
前
後
の
具
体
的
記
述
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒ 

  

付
記 
 

こ
の
度
︑
論
⽂
へ
の
資
料
掲
載
許
可
を
頂
き
ま
し
た
︑
北
九
州
市
⽴
い
の

ち
の
旅
博
物
館
︑
中
間
市
教
育
委
員
会
︑
福
岡
市
総
合
図
書
館
の
関
係
各
位

の
皆
様
に
︑
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
︒ 

（
十
四
）

十
二）

十
三）

十
四）

十
五）

十
六）

十
七）

十
八）

十
九）

『筑紫遺愛集』の成立　─伊藤道保とその周辺をめぐって─　（進藤康子）

『筑紫遺愛集』の成立　─伊藤道保とその周辺をめぐって─　（進藤康子）
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