
第
一一一回

平
成

一
一十

三
年
六
月
十
八
日

歴
史
に

み
る
西
宮

・
阪
神

-
近
代
黎
明
期
を
め
ぐ

っ
て
ー

尾
崎

耕
司

は
じ
め
に

○
尾
崎
耕
司
講
師

大
手
前
大
学
の
尾
崎
で
ご
ざ

い
ま
す
。
本
日
の
講
師
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
ご
承
知

の
と
お
り
、
今
年
度
の
大
手
前
大
学

の
公
開
講
座
は
、
二
回
を

一
組
と

い
た
し
ま
し
て
、

一
回
を
座
学
に
、

そ
し
て
も
う

一
回
は
体
験
を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、

歴
史
に
み
る
西
宮

・
阪
神
を
テ
ー

マ
に
、
少
し
焦
点
を
絞
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
平
成
二
十
年

(
二
〇
〇
八
)
の
十

一

月
に
市
内

の
門
戸
厄
神
東
光
寺
に
開
館
さ
れ
ま
し
た
、
地
域
の
史
料
や
文
化
財
の
保
存
活
用
施
設
で
あ
る
松
風
館
を
取
り
上

げ
、
地
域
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
、
六
月
は
私
が
講
義
形
式
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
次
回
七
月
は
松
風
館
館
長
で
い
ら

つ
し
ゃ
る
大
崎
正
雄
先
生
に
御
協
力
を
賜
り
ま
し
て
、
ご
講
演
と
、
展
示
さ
れ
て
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お
り

ま
す
文
化
財
等

の
見
学
を
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う

と
考
え

て
お
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
よ

ろ
し
く
お
願

い
い
た

し
ま
す
。

さ

て
、
今

回

の
お
話
は
、
そ

の
プ

ラ
ン
自
体

は
昨
年

の
う

ち

に
決
ま

っ
て
お
り
ま
し
た

の
で
、
ま
さ
か
東

北

で
あ

の
よ
う

な
大

き
な
震
災

が
起

こ
る
と
は
思

っ
て
は
お
ら
ず
、
少
し

つ
ら

い
お
話
か
ら
始
め
な

い
と

い
け
ま
せ
ん
。

一
九
九
五
年

の

一

月
は

、
我

々
に
と
り
ま
し

て
は
阪
神

・
淡
路
大

震
災

と

い
う

、
西
宮

に
も
非
常

に
大
き
な
被
害
を
及
ぼ
し
た

地
震
が
起

こ
り

ま
し

た
。
西
宮
神
社

で
は
、
国

の
指
定
文
化
財

で
、
豊
臣
秀
頼
が
そ

の
建
設

に
か
か
わ

っ
た
と
言
わ
れ

る
表

大
門

に
被
害
を

お
お
ね
り
べ
い

受
け
鳥
居
な
ど
が
崩
落

い
た
し
ま
し
た
し
、
同
じ
西
宮
神
社
の
国
指
定
の
文
化
財
、
大
練
塀
は
完
全
に
崩
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。大

手
前
大
学
で
も
、
当
時
の
本
館
が
崩
壊
し
、
ま
た
当
時
は
女
子
大
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
二
人
の
学
生
さ
ん
が
下

宿
で
尊

い
命
を
落
と
さ
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
本
日
の
話
に
登
場
い
た
し
ま
す
と
こ
ろ
も
実
は
阪
神
の
震
災
で
大
き
な

被
害
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
ず
は
辰
馬
本
家
酒
造
で
す
。
こ
こ
は
、
「
白
鹿
」
の
銘
柄
で
申
し
上
げ
た
ほ
う
が
い
い
か
と
は
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、

明
治
二
十
五
年

(
一
八
九
二
)
に
建
て
ら
れ
た
レ
ン
ガ
造
り
の
酒
蔵
が
崩
壊
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
は
、
ユ
ニ
ク
ロ
か

ら
さ
ら
に
ジ
ー
ユ
ー
と
名
前
が
改
ま

っ
た
建
物
に
な

っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
酒
、つ
く
り
の
道
具
類
も
大
破

し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
大
急
ぎ

で
倒
壊
し
た
瓦
れ
き
を
撤
去
し
な
い
と
い
け
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
片
づ

け
を
行
お
う
と
し
て
、
あ
や
う
く
建
物
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
古
文
書
類
も

一
緒
に
廃
棄
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
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を
、
白
鹿
記
念
酒
造
博
物
館

の
職
員
の
方
々
が
慌
て
て
取
り
出
さ
れ
た
の
で
す
。

ま
た
、
門
戸
厄
神
か
ら
甲
東
園
に
か
け
て
の
地
区
で
も
大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
新
幹
線
の
橋
桁
が
落
ち
た
こ
と
な
ど

は
、

ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
ま
し
た
の
で
ご
記
憶
の
あ
る
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
や
は
り
東
光
寺
周
辺
の
旧

家
が
大
き
な
被
害
を
受
け
、
そ
れ
を
東
光
寺
や
地
区
の
皆
さ
ん
、
あ
る
い
は
大
崎
先
生
を
初
め
と
す
る
方
々
、
さ
ら
に
は
神

戸
大
学
な
ど
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
歴
史
資
料
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
人
た
ち
が
協
力
を
し
て
、
文
化
財
の
救
出
に
当
た
ら
れ
た

わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
救
出
さ
れ
た
史
料
を
保
存
し
て
公
開
を
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
今
回
ご
協
力
を

い
た
だ
く

松
風
館
で
す
。
門
戸
厄
神
の
駅
か
ら
山

へ
上
が

っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
東
光
寺
の
階
段
の
下
の
ほ
う
の
大
き

な
お
屋
敷
の
後
に

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
お
話
は
、
不
思
議
な
縁
で
震
災
が
結
び

つ
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。そ

も
そ
も
の
出
発
点
は
、
辰
馬
本
家
酒
造
か
ら
私
ど
も
の
史
学
研
究
所
に
、
被
災
し
救
出
さ
れ
た
古
文
書
の
中
に
、
明
治

期
の
マ
ッ
チ
製
造
に
関
す
る
も
の
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
れ
を
整
理
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
の
要
請
を
い
た
だ
い
た
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
を
私
供
で
お
受
け
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
結
果
を
史
学
研
究
所
の
報
告
集
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
更
に
知
見
を
深
め
る
史
料
は
な
い
か
、
特
に
マ
ッ
チ
工
場
を
実
際
に
切
り
盛
り
を
し
た
人
に
中
島

せ
い
き
よ
う

成

教

さ

ん
と

い
う
方
が

い
ら

っ
し

ゃ
る

の
で
す
が
、
そ

の
人

の
こ
と

が
も

っ
と
詳

し
く
わ
か
ら
な

い
か
な

と
思
案
を

し

て
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い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
偶

々
東
光
寺
の
史
料
整
理
に
関
わ
ら
れ
た
神
戸
新
聞
の
大
国
正
美
さ
ん
か
ら
、
東
光
寺
で
中
島
家
の
文

書
が
見

つ
か
り
、
松
風
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
よ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
早
速
松
風
館
に
連
絡
を
し
て
大

崎
先
生
の
ほ
う
か
ら
中
島
成
教
氏
文
書
の
中
に
マ
ッ
チ
関
係
の
史
料
が
あ
る
こ
と
を
ご
連
絡
を
い
た
だ
き
、
こ
こ
に
最
初
は

一
つ
の
点
で
し
か
な
か

っ
た
事
柄
が

一
本
の
線

に
つ
な
が

っ
て
ま
い
っ
た
と
い
う
訳
で
す
。

そ
こ
で
、
本
日
は
、
松
風
館
に
保
存
を
さ
れ
て
い
る
中
島
成
教
氏
文
書
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
同
時
に

辰
馬
本
家
酒
造
の
史
料
も
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
現
在
わ
か
る
よ
う

に
な

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
西
宮
と
そ
し
て
阪
神

問
の
明
治
以
降
近
代
の
歴
史
に

つ
い
て
、
何
か
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
な
と
い
う
ふ
う

に
考
え
た
次
第
で
ご
ざ

い
ま

す
。
そ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
次
回
お
越
し
い
た
だ
き
ま
す
現
地
見
学
会
の
予
告
編
の
よ
う
な
形
に
な
れ
ば

い
い
な
と
い
う
ふ

う

に
考
え

て
い
る
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
(以
下
、
敬
称
略
)
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第

一章

門
戸
村
と
代
官
中
島
家
に
つ
い
て

こ

の
章

で
は
、

い
き
な
り
本
論

の

マ
ッ
チ
と

い
う

お
話

に
絞

っ
て
し
ま

い
ま
す
と
、
恐
ら
く
わ
か
り

に
く

く
な
る
と
思

い

ま
す

の
で
、
前

提
に
な
る
よ
う

な
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま

ず
は
、
中
島
成
教

の
出
た
中
島
家

に

つ
い
て
で
す
。

こ
こ
は
、
江
戸
時
代
か
ら
門
戸
村

の
代
官
を
務
め

た
家

で
あ
り
ま



し
た

。
代
官

で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
誰

の
代
官

か
と

い
う
と
、
尾
張
藩

に
な
り
ま
す
。
尾
張
藩

の
し
か
も
尾

張
徳
川
家

で
は

い
し

こ

み

よ

な
く
、
そ
の
ま
た
家
来
、
家
老
で
あ

っ
た
石
河
と
い
う
家
の
代
官
と
し
て
、
門
戸
村
と
瓦
林
村

(別
名
、
御
代
村
。
現
在
の

J
R
甲
子
園
口
駅
南
側
)
を
治
め
た
と
い
う
も
の
で
す
か
ら
、
少
し
や
や
こ
し
い
お
話
に
な

っ
て
ま

い
り
ま
す
。

そ
こ
で
少
し
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
門
戸
村
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
西
宮
市
域

と
い
う
の
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
大
正
十
四
年

(
一
九
二
五
)
に
西
宮
が
市
制
を
施
行
し
ま
し
て
、
そ
れ
以
降
、
戦
前
戦
中
か

ら
戦
後
に
か
け
て
町
村
合
併
を
繰
り
返
し
、
今

の
市
域
が
で
き
上
が

っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
に
は
、
明
治

二
十
二
年

(
一
八
八
九
)
に
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
頃
、
阪
神
西
宮
駅

一
帯
の
西
宮
町
と
、
そ
の
北
に
大
社
村
、
そ
し
て
今

津
村
、
芝
村
、
甲
東
村
、
瓦
木
村
、
鳴
尾
村
、
さ
ら
に
は
有
馬
郡
の
山
口
村
、
塩
瀬
村
と
、
こ
れ
だ
け
旧
行
政
町
村
が
あ
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
村
は
も

っ
と
細
か
く
な
り
ま
す
。
今
回
、
お
話
し
す
る
門
戸
村
の
位
置
す
る
甲
東
地

か
ん
の
う

区
だ
け
で
も
門
戸
村
、
下
大
市
村
、
上
大
市
村
、
樋
口
新
田
、
段
上
村
、
神
呪
村
、
上
ヶ
原
新
田
と
七
力
村
も
あ
り
ま
し
た
。

門
戸
村
は
、
国
道
の

一
七

一
号
線
、
い
わ
ゆ
る
旧
西
国
街
道
と
、
阪
急
の
今
津
線
と
が
交
差
す
る
門
戸
厄
神
駅
の
北
西

一

帯
に
な
り
、
も
ち
ろ
ん
門
戸
厄
神
さ
ん
な
ど
が
入
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
普
通
こ
の
あ
た
り
で
あ
れ
ば
、
西
宮
町
な
ど
は
江
戸
時
代
の
後
半
に
は
幕
府
直
轄
領
に
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
以
外
は
お
お
む
ね
尼
崎
藩
領
で
す
か
ら
、
門
戸
村
も
尼
崎
藩
か
な
と
思
う

の
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
は
、
様
々
な
権
利
関
係
が
輻
較
し
ま
す
の
で
、
領
地
も
入
り
組
み
ま
す
。
甲
東
地
区
で
は
、
段
上
村
と
上
ヶ
原
新
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田
も

一
部
を
除

い
て
は
尼
崎
藩
領
、
上
大
市
村
な
ど
は
旗
本

の
青
山
氏
の
領
地
に
な
り
ま
す
。
こ
の
青
山
氏
と

い
う

の
は
、

元
来
幕
府
の
三
大
将
軍
の
家
光
の
頃
、
尼
崎
藩
主
は
青
山
氏
で
し
た
か
ら
、
そ
の
由
緒
で
青
山
氏
が
転
封
し
た
後
も
分
家
が

引
き
続
き
こ
の
あ
た
り
を
領
有
し
た
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
尼
崎
藩
と
の
つ
な
が
り
が
ま
だ
わ
か
る
の
で
す
が
、
と
こ
ろ

が
こ
れ
に
対
し
て
門
戸
村
と
瓦
林
村
だ
け
が
尾
張
藩
石
河
家
領
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
不
思
議
で
す
ね
。

そ
こ
で
、
私
は
必
ず
し
も
こ
の
あ
た
り
の
専
門
で
は
な
い
の
で
、
や
や
素
人
談
義
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
、
松
風
館

に
収
め
ら
れ
て
い
る
中
島
成
教
氏
文
書
を
見
る
と
、
明
治
初
年
、
最
後

の
領
主
の
名
前
が
出
て
お
り
、
「
石
河
太
八
郎
」
と

な

っ
て
い
ま
す
(中
島
成
教
氏
文
書

刈内
円
-
一)
。
こ
れ
を
尾
張
藩
側
の
史
料
で
見
ま
す
と
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
の
『藩

士
名
寄
』
と

い
う
名
簿
の
な
か
に
、
「
石
河
孟
二
郎
」
と

い
う
人
物

で
、
嘉
永
六
年

(
一
八
五
三
)
に
父
が
病
気
隠
居
を
し

た
の
で
、
家
督
を
継
ぎ
、
明
治
の
頃
に

「
太
八
郎
」
を
名
乗
る
人
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
人
が
、
最
後
の
領
主
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
石
河
太
八
郎
は
ど
ん
な
人
物
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

『藩
士
名
寄
』
を
続
け
て
見
て
い
く
と
、
「
御
前
加
判
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
家
老
だ
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
す
し
、
安
政
四
年

(
一
八
五
七
)
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
ペ
リ
ー

や

ハ
リ
ス
な
ん
か
が
や

っ
て
き
て
、
通
商
条
約
を
結
ぶ
前
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
年
に

「
諸
大
夫
」
に
仰
せ

つ
け
ら
れ
た

と
あ
り
ま
す
。
諸
大
夫
と
い
う

の
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
家
老
を
指
す
言
葉
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
尾
張
藩
の
藩
士

で
あ
り
な
が
ら
、
直
接
朝
廷
か
ら
従
五
位
下
と
い
う
位
階
を
も
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
尾
張
藩
の
よ
う
な
大
藩
で
あ
れ
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ば
こ
そ
就
け
る
と
い
う
特
権
的
な
立
場
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
石
河
太
八
郎
と
い

う

の
は
、
や
は
り
相
当

の
有
力
者
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
想
像
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
こ
で

一
体
、
な
ぜ
尾
張
藩
の
上
級
の
家
老
が
西
宮
に
領
地
を
も
ら
う
の
か
。
門
戸
村
と
は

一
体
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の

か
と
い
う
話
に
な

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
石
河
氏
は
、
美
濃
の
あ
た
り
の
出
身
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
信
長
や
特
に
豊

臣
秀
吉
に
仕
え
、
関
ケ
原
の
合
戦
で
家
が
東
西
両
軍
に
分
か
れ
て
戦

っ
た
後
、
徳
川
方
に
つ
い
た

一
族
が
重
用
さ
れ
て
、
尾

張
家
が
創
設
さ
れ
る
と
き
に
、
初
代
藩
主
徳
川
義
直
の
付
家
老
と
し
て
名
古
屋
入
り
を
し
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
関
ケ
原
の

前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
石
河
光
元
と
い
う
人
が
最
初
播
磨
の
龍
野
に

一
万
石
の
領
地
を
も
ら

っ
た
大
名
だ

っ
た
ら
し
い
の
で

す
が
、
こ
の
人
が
別
名
を

「
石
河
久
五
郎
」
と
名
乗

っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
中
島
成
教
氏
文
書
の
中
に
、
文
禄
三
年

(
一
五
九
四
)

の
摂
津
国
武
庫
郡
門
戸
村
検
知
帳
が
残

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
門
戸
村
の
検
知
に
当
た

っ
た
秀
吉
の
代
官
と
し
て

「
石
河
久
五
」
と
い
う
名
が
出
て
き
ま
す
。
恐
ら
く
両
者
は
同

一
人
物
で
す
。

つ
ま
り
、
石
川
久
五
郎
光
元
と
い
う
人
の
、
彼
自
身
は
関
ヶ
原
で
石
田
三
成
方
に
つ
い
て
し
ま
い
失
脚
し
て
し
ま
い
ま
す

が
、
そ
の
息
子
の

一
人
光
忠
が
徳
川
方
に
つ
い
て
、
そ
の
後
尾
張
藩
の
家
老
と
な

っ
た
わ
け
で
、
そ
こ
で
、
も
と
は

一
万
石

取
り
の
大
名
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
人
物
を
わ
ざ
わ
ざ
家
康
は
自
分
の
息
子
の
付
家
老
に
す
る
の
で
、
そ
れ
な
り

の
待
遇
を
残
さ
な
い
と
い
け
な
か

っ
た
ん
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
あ

っ
て
、
徳
川
時
代
に
な

っ
て
も
太
閤
検
地
以
来
の
由
緒

を
持

つ
門
戸
村
を
石
河
家
は
領
地
と
し
て
持
ち
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
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西
宮
市
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
尼
崎
藩
の
領
地
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
は
か
な
り
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。
上
瓦
林
村

の
岡
本
家
と

い
う
大
庄
屋
を
務
め
た
家
の
史
料
が
残

っ
て
い
ま
す
の
で
、
西
宮
市
な
ん
か
は
随
分
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
全

国
的
に
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
他
方
、
こ
の
よ
う
な
飛
び
地
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
詳
細
に
は
わ

か

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
今
こ
の
中
島
成
教
氏
文
書
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
西
宮
の
歴
史
の
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
部
分
に
光
が
当

た
る
可
能
性
が
出
て
く
る
訳
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
貴
重
な
史
料
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
尾
張
藩
の
飛
び
地
に
な

っ
た
の
が
門
戸
村
で
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
飛
び
地
の
瓦
林
村
も
あ

わ
せ
て
こ
れ
を
支
配
す
る
に
は
現
地
に
代
官
を
置
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
白
羽
の
矢
が
立

っ
た
の
が

中
島
家
で
あ

っ
た
よ
う

で
す
。
で
す
か
ら
、
代
官
と
し
て
徳
川
時
代
か
ら
名
字
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
周
り

と
少
し
格
の
違
う
家
だ

っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
家
を
幕
末
か
ら
明
治
期
に
当
主
と
し
て
継
い
だ
の
が
、
中
島
成
教
で
す
。
そ

こ
で
次
に
、
中
島
成
教
に

つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
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第
一
一章

中
島
成
教
に
つ
い
て

中
島
成
教
は
、
西
宮
の
辰
馬
本
家
の
出
で
、
十
代
の
当
主
で
あ

っ
た
辰
馬
吉
左
衛
門
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
門
戸
村
の
中
島
家
に
養
子
と
し
て
入
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
中
島
成
教
氏
文
書
の
中
に
も
、
当
時
の
人
別
の
送
り
状
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
「当
町
辰
屋
吉
左
衛
門
、
弟
鹿
蔵
、
当
年
十
九
歳
と
相
成
候
者
、
此
度
、
其
御
村
方
、
中

島
六
郎
右
衛
門
方
江
養
子

二
差
遣
度
段
」
(中
島
成
教
氏
文
書

困
コ
ー巴
)
と
あ
り
、
も
と
は
辰
屋
鹿
蔵
と
い
う
名
で
あ

っ

た
の
が
、
十
九
歳
で
中
島
六
郎
右
衛
門

(他
の
文
書
で
は
中
島
六
左
衛
門
と
記
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
)
の
養
子
と
し

て
入

っ
た
と
い
う
の
で
す
。

同
じ
文
書
に
中
島
成
教
が
養
子
に
入

っ
た
の
が
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
十
月
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
の
動
乱
の
時

期
で
す
。
す
る
と
こ
こ
か
ら
面
白

い
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
中
島
成
教
氏
文
書
に
は
、
他
に

「
元
治
二
年

芸
州
広
島

表
御
陣
払
御
行
列

丑

正
月
六
日

御
陣
払
」
(中
島
成
教
氏
文
書

囚
コ
ー刈
)
と
表
書
き
さ
れ
た
帳
面
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
元
治
二
年

(
一
八
六
五
)
正
月
と

い
う
こ
と
は
、
前
年
の

一
八
六
四
年
に
例
の
長
州
藩
が
禁
門
の
変

(蛤
門
の
変
)

で
朝
廷
、
京
で
戦
乱
を
起
こ
し
、
敗
北

の
結
果
、
朝
敵
藩
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
年
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
引
き
続

い
て
、

幕
府
が
第

一
次
長
州
征
伐
を
行

い
、
長
州
に
三
十
六
万
と

い
う
大
軍
を
派
遣
す
る
の
で
す
。
「
広
島
表
御
陣
払
御
行
列
」
と

い
う
の
は
こ
の
時
の
も
の
で
、
勝
利
し
た
幕
府
軍
が
行
列
を
な
し
て
広
島
か
ら
引
き
揚
げ
て
く
る
と
き
の
行
列
の
模
様
を
書
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き
写
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
中
に
は

「
中
島
孝
之
丞
」
の
名
が
見
え
、
中
島
家
の
当
主
が
こ
の
行
列
に
加
わ

っ
て
い
た
よ
う

で
す
。

実
は
、
こ
の
時
の
幕
府
の
長
州
征
伐
軍
の
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
尾
張
藩
の
前
藩
主
徳
川
慶
勝
で
し
た
。
こ
こ
で

尾
張
藩
が
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
人
は
、
長
州
藩
を
取
り

つ
ぶ
す
命
を
受
け
て
出
陣
し
た
は
ず
な
の
に
、
勝
手
に
方
針
を

転
換
し
、
長
州
藩
を
本
当
に
つ
ぶ
し
て
し
ま

っ
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
話
し
合

い
を
始
め
、
と
う
と
う
長
州
藩
の
家
老
三

人
の
切
腹
を
も

っ
て
長
州
藩
を
取
り
潰
さ
な
い
と
い
う
形
で
妥
協
し
て
帰

っ
て
き
て
し
ま

い
ま
す
。
長
州
藩
の
連
中
か
ら
も

感
謝
さ
れ
た
で
し
ょ
う
し
、
こ
の
長
征
軍
で
司
令
官
と
し
て
彼
の
横
に
い
た
の
が
薩
摩
の
西
郷
隆
盛
で
し
た
か
ら
、
薩
摩
と

長
州
と
い
う
、
後
の
明
治
維
新
を
担
う
両
藩
の
人
た
ち
が
こ
の
徳
川
慶
勝
と

い
う
人
を
見
て
い
た
の
で
す
。
徳
川
最
後
の
将

軍
、
徳
川
慶
喜
と
徳
川
慶
勝
は
従
兄
弟
で
す
。
し
か
し
、
後
に
倒
幕
の
段
階
に
な
る
と
、
薩
長
方
は
、
こ
の
慶
勝
だ
け
は
政

府
軍
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
何
と
か
こ
の
人
を
引
き
離
し
て
、
薩
長
の
側
に
入
れ
て
、
そ
れ
が
幕
府
方
と
新
政
府
方

の
勝
敗
を
分
け
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
幕
末
明
治
維
新
期
の
政
治
の
鍵
を
握

っ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
話
が
長
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
背
景
に
、
第

一
次
長
州
征
伐
か
ら
帰

っ
て
き
た
と
き

に
作
ら
れ
た
記
録
が
先
の
帳
面
で
す
。
「御
陣
払
」
と

い
う

の
は
、
単
に
帰

っ
て
く
る
の
で
は
な
く
て
、
勝

っ
て
凱
旋
を
し

て
く
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
中
島
孝
之
丞
は
尾
張
藩
石
河
氏
の
代
官
と
し
て
、
誇
ら
し
く
凱
旋
を
飾

っ
て
こ
の
記
録

を
作
ら
せ
た
よ
う
で
す
。
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こ
の
帳
面
の
裏
面
に
は
、
「
中
島
孝
之
丞
陳
図

成
教
写
之
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
凱
旋
し
て
帰

っ
て
き
た
孝
之
丞
が
「
陳

図
」
、

つ
ま
り
軍
の
行
列
を
描
き
、
成
教
が
こ
れ
を
書
き
写
し
た
と
い
う
の
で
す
。
元
治
二
年
正
月
と

い
え
ば
、
中
島
成
教

が
養
子
に
入

っ
た
の
が
元
治
元
年
十
月
の
こ
と
で
し
た
か
ら
、
そ
の
す
ぐ
後
に
こ
の
よ
う
な
幕
末
の
動
乱
の
模
様
を
目
の
当

た
り
に
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
門
戸
村
が
尾
張
藩
の
飛
び
地
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
遭
遇
し
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
そ
こ
で
、
中
島
成
教
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
経
て
明
治
維
新
の
後
に
な
る
と
実
業
の
世
界
に
踏
み
込
ん
で
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
阪
神
電
鉄
の
創
設
に
か
か
わ
り
取
締
役
に
な
る
な
ど
が
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
、
実
業
の
世
界
に
飛

び
込
む
に
あ
た

っ
て
手
始
め
と
し
て
か
か
わ

っ
た
の
が
実
家
で
あ
る
辰
馬
本
家
と
共
同
で
経
営
を
し
た

マ
ッ
チ
工
場
で
あ
り

ま
し
た
。
神
戸
の

「
日
出
館
」
と
申
し
ま
す
。
我
々
は
、
よ
う
や
く
こ
こ
か
ら
本
題
で
あ
る
神
戸
の
マ
ッ
チ
工
場
、
日
出
館

に

つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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第
一一一章

神
戸
マ
ッ
チ
製
造
場

11
日
出
館

ま
ず

一
つ
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。

燐
寸
工
業
場
御
払
下
願
書

本
県
監
獄
場
前

二
御
設
置
相
成
居
候
燐
寸
工
業
場

ノ
儀
、

　　
カ
　

今
般
人
民

へ
御
払
下
ゲ
可

成

成
趣
伝
承
仕
候
附
、

一
応
現



場
拝
見
ヲ
願
、
別
紙
御
目
録

二
対
照
シ
勘
緋
仕
候
処
、
別
紙
見
積
書
位
ノ
代
金

ニ
テ
御
払
下
ヲ
蒙
候
得

ハ
、
将
来
目
的

モ
可
相
立
様
奉
存
候

二
附
、
右
直
段

ニ
テ
御
払
下
成
被
下
度
、
依
而
此
段
願
上
候
也
。

明
治
十
七
年
七
月
廿
八
日

摂
津
武
庫
郡
西
宮
町
浜
ノ
町
四
百
六
番
地

辰
馬
吉
左
衛
門

㊥

前
書
願
出
候

二
付
奥
印
仕
候
也

戸
長

畠
山
市
兵
衛

兵
庫
県
令
森
岡
昌
純
殿

(「
燐
寸
工
業
場
御
払
下
願
書
」
『辰
馬
本
家
文
書
』
)

こ
れ
は
、
辰
馬
本
家
に
残
さ
れ
た
文
書
で
、
明
治
十
七
年

(
一
八
八
四
)
七
月
、
同
家
第
十

一
代
の
当
主
辰
馬
吉
左
衛
門

か
ら
当
時
の
兵
庫
の
県
知
事
、
森
岡
昌
純
に
出
さ
れ
た
、

マ
ッ
チ
工
業
場
払
下
の
願
書
で
す
。
こ
こ
で
は
、
見
ら
れ
る
よ
う

に
兵
庫
県
が
当
時
神
戸
の
宇
治
野
町
に
置
か
れ
て
い
た
監
獄
で
、
収
監
さ
れ
た
囚
人
を
使

っ
て
製
造
を
お
こ
な

っ
て
い
た

マ

ッ
チ
工
場
を
払
い
下
げ
を
受
け
た
い
と
の
願
い
出
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
揚
げ
た
も
の
に
続
く
部
分
で
は
、
土

地
建
物
や
附
属
の
機
械
類
を
あ
わ
せ
て
七
〇
〇
〇
円
で
払
い
下
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
も
書
い
て
い
ま
す
。
七
〇
〇
〇
円
と

い
う
こ
と
は
、
明
治
の
十
年
代
で
す
と
、
当
時
の

一
円
が
今
の
五
万
円
ぐ
ら
い
と
見
積
も

っ
て
三
億
円
と

い
っ
た
と
こ
ろ
に
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な
る
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
同
じ
辰
馬
本
家

の
文
書
に
は
、
「燐
寸
製
造
場
元
帳
」
と
標
題
の
付
さ
れ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
設
立

さ
れ
る
製
造
場
設
立
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

抑
本
館

ノ
成
立

ハ
、
元
ヨ
リ
当
家

(辰
馬
本
家
-
注
、
尾
崎
)

一
名
義

ヲ
以
テ
官
民
諸
般
之
事
業
ヲ
執
レ
リ
ト
錐
、
其

実
組
合
事
業

ニ
テ
、
其
銘
々
ハ
渡
邊
お
み
さ

(当
時
武
庫
兎
原
郡
長
タ
リ
シ
渡
邊
徹
殿
ノ
長
女

ニ
テ
即
後
見
人

ハ
渡
邊

徹
殿
也
)
、
深
山
玄
碩
、
中
島
成
教
ノ
三
氏

ニ
シ
テ
、
其
中
、
中
島
氏

ヲ
シ
テ
事
務
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
シ
旺

二

製
造
ノ
事
業

ヲ
開
ケ
リ

(「
燐
寸
製
造
場
元
帳
」
『辰
馬
本
家
文
書
』
)

う

は

ら

こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
払
い
下
げ
に
も
と
づ
き
設
立
さ
れ
る
工
場
が
辰
馬
本
家
と
、
武
庫
郡
と
菟
原
郡

(芦
屋
か
ら
三
宮
あ

み
や
ま
げ
ん
せ
き

た
り
に
か
け
て
置
か
れ
た
郡
)
の
郡
長
渡
辺
徹

の
長
女
お
み
さ
、
そ
し
て
西
宮
の
医
師
深
山
玄
碩
、
そ
し
て
中
島
成
教
の
四

名
に
よ
る
共
同
出
資
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
出
資
の
割
合
は
、
当
初
、
辰
馬
本
家
が
資
本
金
七
千
円
の
半
額
を

辰
馬
本
家
が
出
し
、
残
る
半
額
を
あ
と
の
三
人
で
分
割
し
た
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
マ
ッ
チ
工
場
の
現
地
で
の
事
務
運
営
を
中
島
成
教
が
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
明
治
十
七
年

(
一
八
八
四
)
か

ら
同
二
十
四
年

(
一
八
九

一
)
ま
で
開
か
れ
る
神
戸
の
マ
ッ
チ
工
場

「
日
出
館
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

マ
ッ
チ
は
、
決
し
て
今
日
の
I
T
産
業
の
よ
う
な
高
度
な
技
術
が
必
要
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
逆
に
高
い
技
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術
が
必
要
で
な
い
こ
と
、
大
き
な
資
本
金
も
要
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
参
入
が
し
や
す
い
業
種
で
あ
り
ま
し
た
。
明
治
と

い
う

ま
だ
こ
れ
か
ら
産
業
が
発
達
す
る
時
代
に
あ

っ
て
は
、
中
国
や
そ
の
他
に
輸
出
を
し
て
外
貨
を
稼
ぐ
、
花
型
産
業
で
あ

っ
た

の
で
す
。

横
山
源
之
助
が
記
し
た
『日
本
の
下
層
社
会
』
(
一
八
九
八
年
)
に
よ
る
と
、
日
清
戦
争
の
頃
の
明
治
二
十
八
年
(
一
八
九
五
)
、

日
本
全
国
の
マ
ッ
チ
総
生
産
額
は
五
五
〇
万
二

=
二
〇
円
で
、
そ
の
う
ち
輸
出
額
は
四
六
七
万
二
八

一
一
円
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
当
時
の
日
本
全
体
の

「
完
成
品
」

(
非
工
業
生
産
品
)

の
輸
出
総
額
四
五
四
八
万
二
〇
〇
〇
円
の

一
割
強
を
占
め

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

マ
ッ
チ
の
主
要
な
生
産
地
は
、
神
戸
と
大
阪
で
し
た
。
同
じ

一
八
九
五
年
の
統
計
で
は
、
兵
庫

と
大
阪
二
府
県
の
マ
ッ
チ
生
産
総
額
は
四
五
八
万
八
七

一
七
円

(兵
庫
三
五
七
万
二
〇
四

一
円
、
大
阪

一
〇

一
万
六
六
七
六

円
)
で
、
こ
の
二
つ
の
県
だ
け
で
、
日
本
全
国
の
マ
ッ
チ
生
産
の
実
に
八
十
三
%
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
期
の
主
要
な
産
業
で
あ

っ
た

マ
ッ
チ
製
造
な
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
ま
で
余
り
詳

し
い
こ
と
は
わ
か

っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
史
料
が
不
足
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
特
に
神
戸
の
マ
ッ
チ
製
造
の
黎
明

期
に
当
た
る
明
治
の
十
年
代
や
二
十
年
代
前
半
に
つ
い
て
の
情
報
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。
も
う
少
し
述
べ
ま
す

と
、
神
戸
の
マ
ッ
チ
製
造
は
、
明
治
の
十
年
に
次
の
三

つ
の
き

っ
か
け
が
あ

っ
て
で
き
た
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
第

一
は
、
「
堀
某
」
と
い
う
人
物
が
下
山
手
通
り
に
燐
寸
の
製
造
場
を
開
設
し
た
。
し
か
し
余
り
う
ま
く
い
か
な
く
て
、

し
ば
ら
く
し
て
つ
ぶ
れ
た
と
い
う
話
と
、
第
二
は
、
淡
路
島
洲
本
の
士
族
の
有
志
が
共
同
で
マ
ッ
チ
製
造
を
開
始
し
た
と
い
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う

も

の
、
こ
れ
も
余

り
う
ま
く

い
か
ず
、
す
ぐ
に

つ
ぶ
れ
た
ら
し

い
の
で
す
が
、
そ
れ
と
並
ん

で
第
三
が
、

兵
庫

の
監
獄
使

役
場

の
附
属

工
場

で

マ
ッ
チ
製
造
を

開
始

し
た
と

い
う
も

の
で
す
。

つ
ま
り
、
監
獄

附
属

の

マ
ッ
チ
製
造

場
と

い
う

の
は
、

神
戸

に
お
け

る

マ
ッ
チ
製
造

の
原
点

の

一
つ
と
さ
れ

て

い
る
も

の
な

の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、

こ
の
監
獄

の

マ

ッ
チ
製
造
場
と

い
う

の
が
、
そ

の
後
ど
う
な

っ
た

の
か
が
余
り
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
燐
寸

工
業
会

の
編
さ

ん
し
た

『燐
寸
産
業
発

達
史

』
と

い
う
本

で
は
、
明
治
十
四
年

(
一
八
八

一
)

に
発
火
危
険
物
取
扱
禁
止
令
と

い
う
法
令
が
定
め
ら

れ
、
そ

の
あ
お

り
を

受
け

て
監
獄
内

で
の

マ
ッ
チ
製
造
が
禁
止
、
当
時
ド
イ

ッ
製

の
機
械
な
ど
を
入
れ

て

い
た
そ
う

で
す
が

、
そ
れ
な
ど
を

含
め

て
辰
馬
家

に
払

い
下
げ
た
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま

で
は
分
か

っ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ

の
後
ど
う
な

っ
た

の
か
が
分
か

り
ま

せ

ん
で
し
た
。
今
回

の
辰
馬
本
家
文
書
は
、

こ
の
点
が
明
ら
か

に
な

る
の
で
す
。

こ

こ
で
少
し
お
断
り
を
し

て
お
か
な

い
と

い
け
な

い
の
は
、

こ
れ
ら
は
白
鹿
記
念
酒
造
博
物
館

の
職
員

の
方

々
の
努
力

で

文
書

の
存

在
が
知
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と

い
う

こ
と

で
す
。
も
し
辰
馬
本
家
酒
造
が
震
災

で
大
き
な
ダ

メ

ー
ジ
を
受

け
た

あ
と

、
史
料
が
瓦
れ
き
に
埋
ま

っ
て
い
た
ら
、
永
久
に

こ
れ
ら

の
こ
と
は
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ

で
し
た
。
文
書

は
ダ

ン
ボ
ー

ル
で
二
箱

、
件

数

で

一
七
〇
点
ほ
ど

の
も

の
で
す
。
博
物
館

の
皆
さ
ん

の
努
力

に
は
改
め

て
こ

こ
で
敬
意
を
表

さ
せ

て
い
た
だ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

ま

た
、
こ

の

マ
ッ
チ
工
場

11
日
出
館

の
切
り
盛
り
を
し
た

の
が
中
島
成
教

で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
同
じ

く
震
災
か
ら
被

災
し

た
門
戸
地
区

の
中
島
家

の
文
書

の
中

で
発
掘
を
さ
れ
た
わ
け

で
、
辰
馬
本
家

の
史
料
と
中
島
家

の
史
料

を
両
方
合
わ
せ

一69一



る
と

、
今
ま

で
わ
か
ら
な
か

っ
た
歴
史

の
空
白
が
わ
か

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
た
わ
け

で
す
。

が
、

そ

こ
で
設
立
さ
れ
た
日
出
館

に

つ
い
て
具
体
的

に
見

て

い
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

不
思
議
な
縁
で
は
あ
り
ま
す

第
四
章

中
島
成
教
氏
文
書
が
語
る
日
出
館

こ
こ
で
改
め
て
辰
馬
本
家

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
辰
馬
家
は
、
旧
幕
時
代
の
寛
文
二
年

(
一
六
六
二
)

と
い
い
ま
す
か
ら
、
四
代
将
軍
家
綱
の
頃
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ろ
に
創
業
し
た
西
宮
の
老
舗
の
酒
蔵

で
あ
り
ま
す
。
も
と
の
屋
号
は
辰
屋
さ
ん
で
あ

っ
た
よ
う

で
す
。
こ
の
辰
馬
家
は
、
幕
末
か
ら
明
治
の
こ
の
頃
に
か
け
て

一

つ
の
転
換
点
を
迎
え
ま
す
。
そ
れ
と
申
し
ま
す
の
も
、
安
政
二
年

(
一
八
五
五
)
、
そ
れ
ま
で
の
当
主
第
十
代
吉
左
衛
門
が

急
逝
し
、
代
わ

っ
て
第
十

一
代
の
辰
馬
吉
左
衛
門
が
家
督
を
継
ぐ
の
で
す
が
、
若
く
し
て
相
続
を
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ

の
母
堂
、
十
代
目
夫
人
の
き
よ
女
史
が
、
番
頭
の
辰
栄
之
介
と

一
緒
に
十

一
代
目
を
支
え
、
店
の
切
り
盛
り
を
行

っ
て
い
く

よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
期
に
辰
馬
家
は
発
展
を
い
た
し
ま
す
。
本
業
の
酒
蔵
業
で
は
、
明
治
の
初
頭
に
四
〇
〇
〇
石
程
で
あ

っ
た
生
産
高

が
、
明
治
の
十
年
代
に
七
〇
〇
〇
石
、
明
治

二
十
年

(
一
八
八
七
)
に
は

一
万
五
〇
〇
〇
石
を
数
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

蔵
数
も

一
六
に
ま
で
増
え
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
営

の
多
角
化
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
り
ま
し
た
。
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マ
ッ
チ
の
製
造
と
い
う

の
は
こ
う
し
た
多
角
化
の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
第
十
代
か
ら
十

一
代
に
か
け
て
は
、
分
家
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
第
十
代
吉
左
衛
門
の
三
女
の
婿
で
あ
る

辰
馬
悦
蔵
が
北
辰
馬
家
を
興
こ
し
、
今
日
の
白
鷹
株
式
会
社
の
元
を
築
か
れ
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
同
じ
第
十
代
吉
左
衛
門

の
四
男
、
辰
馬
喜
十
郎
は
南
辰
馬
家
を
興
し
て
、
現
在
旧
辰
馬
喜
十
郎
住
宅
と
い
う
名
称
で
兵
庫
県
と
西
宮
の
指
定
文
化
財

に
な

っ
て
い
る
洋
館
を
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
十
代
目
の
三
男
で
あ

っ
た
鹿
蔵
が
中
島
家
の
養
子
、
中
島
成
教
と
な

っ
た
わ
け
で
、
マ
ッ
チ
製
造

へ
の
参
入
も
、

辰
馬
家
が
全
体
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
明
治

へ
と
時
代
の
変
化
に
対
応
す
る
中
で
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
す
。

さ
て
、
そ
の
中
で
、
日
出
館
の
話
に
戻
り
ま
す
と
、
生
産
高
が
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
日
出
館
そ
の
も
の
に
つ
い

て
述
べ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
日
出
館
が
払
い
下
げ
を
受
け
る
以
前

の
監
獄
時
代
の
マ
ッ
チ
製
造
場
に
つ
い
て
は
、
大
手

前
大
学
の
卒
業
生
、
山
内
祐
樹
さ
ん
が
卒
業
論
文

(山
内
祐
樹

「明
治
期

の
神
戸
に
お
け
る

マ
ッ
チ
工
業
に
つ
い
て
」
、
大

手
前
大
学
人
文
科
学
部
提
出
卒
業
論
文
、
二
〇
〇
九
年
)
に
お
い
て
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

監
獄
付
属
と
し
て
経
営
さ
れ

い
た
時
代
、
そ
こ
は
当
初
大
変
劣
悪
で
、
衛
生
状
態
も
悪
く
て
働
き
づ
ら

い
職
場
だ

っ
た
ら
し

い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
途
中
か
ら
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
、
ド
イ
ツ
製
の
製
造
機
械
を
導
入
し
生
産
量
を
増
し
て
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
政
府
の
危
険
物
取
扱
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
規
制
対
象
と
な

っ
た
の
で
、
民
間

へ
の
払

い
下
げ

が
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
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こ

こ
で

〈表

1
>
を
見

る
と
、
こ
れ

は
日
出
館

の
出
荷
高

の
推
移

を
あ
ら

わ
し

た
も

の
で
す
。

こ
れ
を
見

る
と

、
明
治
十

八
年

(
一
八
八

五
)
上
半
期

に
五

〇
ニ
ト

ン
、
同

下
半
期

11

一
〇
五
〇
ト

ン
、

そ
し

て
最
盛
期
を

迎
え

る

一
八

九

〇
年

上
半
期

で
は

一
八
六
七

ト

ン
に
ま

で
達

し

て

い
る

の
が
分
か
り

ま
す

。
今
、
売

上
額

に

つ
い
て
は
後
述

す
る

こ
と

に
し
ま
す

が
、
こ

の
こ
と

に
気

を
よ
く
し

て
か
、
辰
馬
本
家

で
は
明
治

二
十
年

(
一
八
八
七
)
に
な

る
と
、

神
戸

の
日
出
館
と

は
別

に
地
元
西
宮

に
日
新
館
と

い
う

マ
ッ
チ
工
場

を
建

て

製
造

を
始
め
た
よ
う

で
す
。

明

治

二
十

二
年

(
一
八
八
八
)

に
お
け
る
神
戸
港

の
マ

ッ
チ
輸
出

高
を
見

る
と

、

日
出
館

が
箱
数

で
二
七
六

三
箱

、
日
新
館

は
五
五
〇
八
箱
を

記
録
し

た
と

い
い
ま
す
。
同
じ
時

に
神
戸
を
代
表

す

る

マ
ッ
チ
業
者
、
播
磨
幸

七

の

明
光

社

は

六
二
〇

八
箱
、
滝

川
儀
作

の
と

こ

ろ
は
五
三

六
三
箱

で
す

か
ら
、

そ
れ

に
並

ぶ
数

字
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。

さ

て
、
と

こ
ろ
が
、
実
は
結
論

的

に
申

し
上
げ
ま

す
と
、

こ
う

し
て

で
き

た
神

戸

の
日
出
館
も
残
念

な
が
ら
長
く

は
続
か
な

か

っ
た
よ
う

で
す

。
明
治

表1神 戸 日出館生産高の推移

年 半期 生産量(t) 売上額(円)

.. 上 502 X96

下 1,050 1,608

::.
上 1,025 1,693

下 1,603 1,865

..
上 1,677 ...

下 1,531 一

...
上 1,385 734

下 1,342 1,311

1889
上 1,773 3,109

下 1,139 2,458

:・1
上 1,867 1,968

下 1,787 17,969

「明治 自17年 至24年 決算報告書」
『中島成教氏文書』より作成。数値は概数。
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十
七
年

(
一
八
八
四
)
に
創
業
し
て
、
明
治
二
十
四
年

(
一
八
九

一
)
で
す
か
ら
、
わ
ず
か
六
年
半
ほ
ど
で
幕
を
閉
じ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
閉
鎖
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
中
島
成
教
が
日
出
館
の
館
主
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
神
戸
に
実
際
に
滞
在
し
実
務

を
担
当
し
て
い
た
だ
け
に
、
門
戸
村
の
中
島
成
教
氏
文
書
の
中
に
詳
し
く
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
時

間
の
関
係
で
二
点
ほ
ど
に
絞

っ
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第

一
は
、
監
獄
附
属
の
製
造
場
の
払
い
下
げ
を
受
け
た
関
係
上
、
日
出
館
も
引
き
続
き
囚
人
を
も

っ
て
マ
ッ
チ
製
造

し
て
い
た

の
で
す
が
、
「
菰

二
監
獄
移
転
役
囚
引
移
リ
ニ
付
、
同
年

(
一
八
九

一
年
-
注
、
尾
崎
)
四
月
廿

一
日
ヲ
以
テ
工

業

ヲ
廃
業
シ
、
圷
来
残
務
ヲ
整
理
シ
、
同
年
六
月
二
十
日
ヲ
以
テ
決
了
ヲ
告
ケ
解
散
ス
」
(「神
戸
日
出
館
明
治
十
七
年
八
月

創
業

ヨ
リ
明
治

二
十
四
年
四
月
閉
鎖

二
至
ル
営
業
ノ
実
際
損
益
精
算
報
告
綴
」
『辰
馬
本
家
文
書
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
監
獄

自
体
が
他

へ
移
転
と
な
り
、
囚
人
労
働
が
得
ら
れ
な
く
な

っ
た
の
で
閉
鎖
の
や
む
な
き
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
す
。

第

二
に
、
も
う

一
度

〈表
1
>
に
戻
る
と
、
生
産
量
は
順
当
に
伸
び
て
い
る
の
に
、
売
上
高
は
か
な
り
波
が
あ
り
乱
高
下

を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

一
八
八
六
年

の
上
半
期
は
前
期
よ
り
も
出
荷
量
が
減

っ
て
い
る
の
に
売
上
高
は
増
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
ち
ょ
っ
と
異
様
な
数
字
が
あ
り
ま
す
。
ず

っ
と

千
円
か
ら
せ
い
ぜ
い
三
千
円
ぐ
ら
い
で
推
移
を
し
て
い
た
売
上
額
が
閉
鎖
を
さ
れ
る

一
つ
前
の
期
に

一
万
七
九
六
九
円
と
い

う
物
す
ご
い
額
に
は
ね
上
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
。
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こ
こ
で
、
次
の
史
料
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

(明
治
二
十
三
年
下
半
期
)
本
期

ハ
恰

モ
燐
寸
業
者
ノ
凶
歳
ト
云
フ
ヘ
キ
季

ニ
シ
テ
、
遂

二
本
期
中
活
発
ナ
ル
商
況
ヲ

見
ス
、
如
之
素
品
ノ
或

一
品
非
常
ノ
高
価
ト
ナ
リ
テ
原
価
ヲ
昂
ム
ル
ニ
至
リ
、
而
シ
テ
製
品

ハ
益
不
捌
ケ
ト
ナ
リ
シ
ヨ

リ
、
左
記
ノ
如
ク
百
壱
番
館

二
託
シ
販
売
ヲ
試
ミ
タ
ル
モ
是
又
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ス
シ
テ
大

二
予
考
ヲ
損
シ
タ
リ
、
是
レ

畢
寛
ス
ル
ニ
本
期
中

ハ
概
シ
テ
銀
貨
昂
騰
ノ
余
波

ニ
シ
テ
如
何
ト
モ
難
止
、
商
勢
遂

二
九
百
拾
参
円
余
ノ
損
失
ヲ
醸
ス

ニ
至
レ
リ
。

「
明
治

自
十
七
年
至
二
十
四
年

決
算
報
告
書
」

『中
島
成
教
氏
文
書
』

こ
こ
に
は
幾
つ
か
面
白

い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
明
治
二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)
と

い
う
の
は
、
日
本
が
近

代
の
資
本
主
義
社
会
に
移
行
し
て
初
め
て
遭
遇
し
た
本
格
的
な
資
本
主
義
恐
慌
の
年
で
す
。
全
国
的
に
経
済
が
衰
退
し
た
年

な
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
特
に
輸
出
を
主
に
お
こ
な

っ
て
い
る

マ
ッ
チ
業
界
で
は
、
銀
貨
高
騰
の
余
波
を
受
け
て
い
る
と
書

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
重
要
で
す
。
我
々
普
通
当
時
の
通
貨
と

い
う

の
は
、
金
本
位
制
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

金
貨
を
中
心
に
な
り
立

っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
明
治
期
に
は
、

一
時
期
金
で
は
な
し
に
銀
本
位
制
を
と

っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

一
八
八
五
、
六
年

の
あ
た
り
か
ら
、
日
清
戦
争
で
清
国
を
破

っ
て
そ
の
賠
償
金
で
金
本
位
制
に

移
る
明
治
三
十
年

(
一
八
九
七
)
ま
で
で
す
。
明
治
十
年
代
、
金
と
銀
の
交
換
の
比
率
が
か
な
り
変
動
し
銀
安
に
な
り
ま
す
。

銀
の
価
格
が
暴
落
し
、
幕
末
の
段
階
で
は
金
の
コ
イ
ン

一
枚
を
銀
の
コ
イ
ン
十
五
枚
と
交
換
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
頃
に
は
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金

一
枚
が
銀
十
八
枚
に
ま

で
交
換

で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
と

い
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
銀
本
位

に
し

て
お

け
ば
、
イ
ギ

リ

ス
人

や

ア

メ
リ

カ
人

か

ら
す

る
と

、

日
本

の
商

品

が
安

く

感

じ

る

の

で
輸
出

が
増
え

た

の
で
す

が
、

明

治

二
十

三
年

(
一
八

九

〇
)

に
な

っ
て
銀
が
高
く

な
る
。
こ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
が
銀
安
傾
向
を
不
等
競
争

と
批
判

し
、

シ

ャ
ー

マ
ン
法
と

い
う

法
律
を
作

っ
た

こ
と
が
影
響
し

て
い
る
と

い
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
た
め

に
日
本

の

マ
ッ
チ
が
割
高
と
な

り
売
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
す
ね
。

こ
の
こ
と
が
破
綻
を
も
た
ら
す
結
果
を
招
く
要
因
と
な
り
ま
し
た
。

ま

た
、
明
治

二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)
下
半
期

に
急

に
売
上
高
が

一
万
七
九
六
九
円
九

二
銭
七
厘

に
ま

で
跳
ね
上
が

る
件

で
す

が
、

こ
れ
は
や
や
複
雑

で
す
。

こ
の
数
字
は
、
同
期

の

マ
ッ
チ

一
七
八
七
ト

ン
の
売
上
高

で
は
あ
り
ま

す
が
、
た
だ
し

こ

の
う
ち
金

四
四
八
八
円

(
マ
ッ
チ
四
七
〇
ト

ン
相
当
)

は
、
「
百
壱
番

館

へ
出
荷

シ
、
依
托
販
売

ヲ
ナ
シ

、
此
荷
為

換
金

ト

シ

テ
仮
収
セ

シ
モ
ノ
ナ

レ

ハ
、
未
タ
該
荷
物

二
対

シ
代
金
過
不
足
判
明

シ
難
キ

モ
、
仮

二
右
金
高

ヲ
以

テ
売
却
セ

シ
モ
ノ

ト
見

倣

シ
、
決
算

ノ
報

告

ヲ
ナ
ス
」

(「明
治

自

十
七
年
至

二
十

四
年

決
算
報
告
書
」

『中
島

成
教
氏

文
書
』
)
と

し

て

計

上

さ
れ
た
も

の
だ
と

い
い
ま
す
。
神

戸

の
百
壱
番
館

と

い
う

の
は
、
シ

モ
ン

・
エ
バ

レ
ン
ス
と

い
う
外

国
資

本

の
商

社

で

あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
に
依
託
販
売
を
し
た
と

こ
ろ
焦
げ
付

い
た

よ
う

で
、
そ

の
代
金

の
過
不
足
が
わ
か
ら
な

く
な

っ
て
い
る
。

そ
こ

で
売

上
金

を
ど
う
書

い
て
お
く

べ
き
か
わ
か
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
決
算

も
あ
る

の
で
仮
に
書

い
て
報

告

す
る
と

い
う

の

で
す

。
随

分
無
茶

な
話

で
す
ね
。

こ

の
こ
ろ
、
こ

の
日
出
館

と

い
い
、
西
宮

に

つ
く
ら
れ
た
日
新
館
も

た
し
か

ア
メ
リ
カ
系

の
フ
ィ
ロ
ン
ロ
ー
商
会

と

い
う
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の
に
委

託
販
売
を
し

て
貿

易
を
し

て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
代
は
居
留
地
貿
易
が
お

こ
な
わ
れ

て
い
ま
し
た

の

で
、
日
本
人
自

身

が

海
外

へ
赴

い
て
貿

易
す
る

こ
と
が

で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ

の
た
め
外
国
人

に
委
託
販
売
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ

た

の

で
す
が
、
こ
れ
が
災

い
し
た
よ
う

で
す
。

こ

れ
以
外

に
も
、
明
治

二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)

に
第
十

一
代
辰
馬
吉
左

衛
門
が
急
逝
し
、
そ

の
夫
人

の
辰
馬
た
き
が
第

十

二
代
当
主
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
、
非
常
事

態
も
相
侯

っ
た
よ
う

で
す
。
以
上

の
よ

う
な
要
素
が
幾

つ
も

重
な

っ
て
し
ま

い
、
西
宮

の
日
新
館
は
残
り
ま
し
た
が
、
神
戸

の
日
出
館
は
閉
鎖

に
な

っ
た

の
で
す
。

以

上
論
じ

て
き
ま
し
た
よ
う

に
、
中
島
成
教
氏
文
書
が
出

て
き
た

こ
と

で
、
か
な
り
詳
し
く
神
戸

の

マ
ッ
チ
業

の
話
が
わ

か

っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

こ
の
後

、
ま
だ
さ
ら

に
検

討
し

て
い
か
な

い
と

い
け
な

い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、
時
間

が
来

て
お
り
ま
す

の
で
、

こ
こ

で
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

ど
う

も
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し

て
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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○
司
会

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
せ

っ
か
く
で
す
の
で
、

質
問
の
方
、
挙
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
受
講
生

日
新
館
は
い
つ
ま
で
続
い
た
ん
で
す
か
。

○
尾
崎
耕
司
講
師

閉
鎖
を
し
た
年
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
、

ご
質
問
を
お
受
け
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ど
な
た
か
ご

少
な
く
と
も
明
治
の
末
年
の
明
治
四
十
年
代
ま
で
は
営



業

が
続

い
て
い
る
こ
と
が
、
史
料
か
ら
確
認

で
き
ま
す
。

○
司
会

よ

ろ
し

い
で
し

ょ
う

か
。

○
受

講
生

同
じ
こ
と
な
ん

で
す
が
、
日
新
館

の
ほ
う
は
同
じ
よ
う

な
問
題
は
な
か

っ
た
ん

で
す
か
。

○
尾
崎
耕

司
講
師

貿
易
が
や
は
り
同
じ
頃
に
随
分
傾

い
て
い
る

の
は
あ
り
ま
す
。
日
新
館

の
ほ
う
は
、

フ
ィ
ロ
ン
ロ
ー

商

会

に
欺
さ
れ

て
し
ま

っ
た
よ
う

で
す
。
品
物
だ
け
持

っ
て
い
か
れ
、
代
金
を
全
く
払
わ
れ
な

い
の
で

一
八
九

二
年

に
裁

判

に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
時
期

に
香
港

の
商
社
と
も
裁
判
沙
汰

に
な

っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら

、
深
刻
と

い
え

ば

、
日
新
館

の
ほ
う

が
深
刻
だ

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

○
司
会

ほ
か
は
よ

ろ
し

い
で
し

ょ
う
か
。

○
受

講
生

一
点
は
、
大
阪
は
素
材
が
輸
出
し
や
す
か

っ
た
と

い
う

こ
と
な

ん
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
、
同

じ
史
料
が
震
災

に

よ

っ
て
、
博
物
館

と
門
戸
厄
神

で
出

て
き
た

こ
と
は
分
か

っ
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
逆

に
言

い
ま
す
と

、
博
物
館

に
古

文

書
が
あ

っ
て
、
そ
こ
ま

で
の
研
究
が

で
き

て
い
な
か

っ
た
と

い
う

よ
う

に
は
理
解
さ
れ
な

い
の
で
す
か

。

○
尾
崎
耕

司
講
師

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
原
材
料

の
入
手

の
し
や
す
さ
と

い
う

こ
と

で
、
日
本

で
特

に
阪
神
間

で
燐
寸
が
盛

ん
に
な

っ
た
理
由

に
、

マ

ッ
チ
を
製
造
す
る
に
は
硫
黄
が
大
量

に
必
要
と
な
る

の
で
す
が
、
日
本

の
場
合
火
山
国

で
、
硫
黄
が
手

に
入

る
と

い
う
利

点

が
あ

っ
た

の
と
、
阪
神

問
は
、

マ
ッ
チ

の
軸
木

の
も
と

に
な
る
間
伐
材
が
、
北
海
道
か
ら
、
伝
統
的

に
西
廻
り
航
路
と
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い
う
、
北
前
船
と
い
う
名
前
で
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
海
か
ら
瀬
戸
内
海
を
通

っ
て
大
阪
に
入
る
ル
ー

ト
が
発
達
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
北
海
道
か
ら
の
輸
送
の
関
係
上

一
旦
大
阪
に
入

っ
て
き
た
と

言
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
も
う

一
つ
、
重
要
な
薬
剤
で
あ
る
リ
ン
等
の
薬
品
は
中
国
か
ら
の
輸
入
と
な
り
ま
す
が
、
華
僑
と
呼
ば
れ
る
人

た
ち
の
存
在
が
大
き
か

っ
た
の
で
、
神
戸
や
大
阪
に
は
、
赤
リ
ン
等
が
手
に
入
り
ま
し
た
。

三

つ
目
は
史
料
で
す
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
次
回
大
崎
先
生
の
方
か
ら
実
際
の
物
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
を
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
震
災
の
際
に
、
も
と
も
と
先
ほ
ど
図
版
で
松
風
館
さ
ん
の
建
物
の
お
写
真
を
見
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
が
中
島
さ
ん
の
お
家
だ

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
が
倒
壊
し
、
そ
う
し
た
中
で
よ
う
や
く
そ
の
お

家
に
所
在
し
て
い
た
文
書
が
わ
か

っ
た
よ
う
な
い
き
さ

つ
が
あ
り
ま
す
。
正
確
な
と
こ
ろ
は
、
ま
た
次
回
、
も
し
機
会
が

あ
れ
ば
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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