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長
崎
市
史
柏
請

謁

矢
野
仁

.I
著

昭
和
十
三
年
十

一
月
五
日
発
行

菊
版
七

一
九
貢
'
固
版
二
二
菜

長
峰
市
役
所
発
行

反
省
は
進
歩
の
母
髄
で
あ
る
｡
戊
省
な
き
所
に
進
歩
は
期
待
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さ
れ
な
い
｡

世
界
史
に

一
時
期
を
劃
す
べ
き
今
次
聖
戦
も
､

愈
々
建
設
の
段
階
に
入
っ
て
､

一
方
に
は
日
本
の
大
陸
躍
管
の

策
が
論
議
さ
れ
る
と
共
に
'
他
方
に
は
日
本
と
大
陸
と
の
文
化

的
経
済
的
交
渉
の
反
省
が
要
求
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
｡
明
敏

な
る
反
省
を
侠
っ
て
健
全
な
る
大
陸
蓉
展
は
可
能
で
あ
る
O
か

1

る
意
味
に
於
い
て
'
長
崎
港
貿
易
史
'
換
言
す
れ
ば
鎖
国
時

代
の
日
本
貿
易
史
の
問
返
も
'
亦
現
衣
の
時
代
的
要
求
に
郎
臆

し
･た
研
究
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
｡

長
崎
貿
易
史
の
研
究
は
従
来
決
し
て
少
な
い
と
は
言

へ
な

い
o
内
田
銀
域
､
浅
井
虎
夫
t

m保
椿
潔
'
福
地
源

一
郎
､
岡

本
良
知
､
岩
生
成

二

中
村
富
治
'
本
庄
柴
治
郎
'
柴
謙
太
郎

小
葉
円
淳
等
の
諸
氏
が
'
或
は
概
論
的
に
'
或
は
論
詮
的
に
'

そ
の
研
究
を
教
義
せ
ら
れ
た
.
然
し
な
が
ら
碓
乗
の
研
究
は
和

蘭
側
の
史
料
'
日
本
側
の
史
料
に
操
っ
た
も
の
1
み
で
あ
り
､

偶
々
支
那
側
史
料
を
引
-
も
の
も
'
そ
の
〓

一句
を
例
詮
と
す

る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

言
ふ
迄
も
な
く
長
崎
貿
易
の
取
引
図
が
'
和
蘭
の
み
な
ら
ず

支
部
大
陸
の
明

･
清
で
あ
る
以
上
'
支
郷
側
史
料
も
重
用
し
､

支
那
の
歴
史
事
件
も
考
慮
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
t

か
1
る
論
文
の
皆
無
で
あ
っ
た
の
は
如
何
し
た
事
で
あ
ら
う
｡

本
書
は
此
の
肢
行
的
な
る
鎖
国
時
代
長
崎
貿
易
の
研
究
を
'
矯

正
す
る
意
鳳
の
下
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
O

著
者
矢
野
仁

山
博
士
は
｢
近
代
支
那
史
｣
の
名
著
を
以
っ
て
夙

に
世
に
知
ら
れ
た
支
那
近
世
外
交
史
研
究
の
老
大
家
で
あ
る
｡

か
1
る
日
本
の
貿
易
史
は
'
或
は
博
士
の
本
領
と
言

へ
ぬ
か
も

知
れ
な
い
｡
然
し
な
が
ら
､
博
士
も
序
文
に
言
っ
て
居
ら
れ
る

如
く
､｢
我
が
鎖
国
時
代
に
お
い
て
事
苦
上
支
部
以
外
に
長
崎
に

通
交
貿
易
し
た
東
洋
語
閲
は
な
か
っ
た
｣
事
'
両
も
支
郵
側
史

料
を
自
在
に
駆
使
し
な
が
ら
'
展
に
東
洋
史
の
立
場
か
ら
本
間

鐙
を
研
究
し
得
る
人
は
'
著
者
を
措
い
て
他
に
求
め
ら
れ
な
い

事
に
恩
を
致
せ
ば
､
最
良
の
人
が
最
適
の
研
究
を
な
し
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
以
っ
て
委
嘱
者
前
長
崎
観
音
館
長
'

故
永
山
時
英
氏
も
箕
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡

本
書
は
十
数
年
の
日
子
を
以
っ
て
も
の
せ
ら
れ
た
全
十
章

･

七
百
十
九
胃
に
亘
る
長
編
で
'
嘗
っ
て
一
章
を
成
す
毎
に
雑
誌

に
載
せ
て
'
世
の
批
判
を
求
め
ら
れ
た
も
の
が
本
書
の
骨
子
と

な
っ
て
ゐ
る
｡
第

一
章
は
序
論
と
言
ふ
べ
-
'
第
二
章
以
下
第

六
章
迄
は
本
論
と
見
る
ぺ
-
'
第
七
牽
以
下
を
鎗
論
と
解
し
て

よ
い
や
う
で
あ
る
.
目
次
を
掲
げ
よ
う
0

第

1
串

徳
川
時
代
に
於
け
る
長
崎
の
支
郷
貿
易

84



377

第
二
審

永
疎
寛
永
時
代
の
長
嶋
の
支
郵
貿
易

第
三
章

寛
永
真
書
時
代
の
長
崎

の
支
郵
貿
易

第
四
章

虫
害
以
後
の
長
崎
の
支
那
貿
易

第
五
章

正
徳
新
例
前
の
長
崎
の
支
琳
貿
易
と
正
徳
新
例

事
情

第
六
尊

享
保
以
後
の
長
崎
の
支
郷
貿
易

弟
七
草

支
都
の
記
録
か
ら
見
た
長
崎
貿
易

第
八
草

長
崎
貿
易
時
代
初
期
の
締
割
符
法

第
九
輩

長
崎
貿
易
量
隆
盛
時
期
の
支
那
輸
入
貨
物

第
十
章

長
崎
貿
易
に
お
け
る
銅
及
び
銀
の
支
那
輸
出

鎖
国
時
代
の
長
崎
貿
易
を
'

永
慧

年
(抑
織
笠

讐

丁

軍
竿

二

寛
永
十
二
年
-

貞
享
二

貞
享
二
年
-

正
徳
五
年 年J,-＼､(
庚丙康西
照紀照紀五-二一一四七四六
年一年八

LI'llJT-1牢/【■･､､
崇西
璃紀
八-
年六

巨夢
＼ヽ_.′

正
徳
五
年

1
開
園

の
四
時
期
に
直
分
せ
ら
れ
た
事
は
'
勿
論
博
士
猫
白
の
も
の
で

あ
る
｡
言
ふ
迄
も
な
-
､
寛
永
十
二
年
は
日
本
の
封
外
貿
易
が

長
崎

一
港
に
限
ら
れ
た
年
で
あ
る
O
こ
1

に

1
期
を
劃
す
の
は

誰
し
も
異
存
の
な
い
所
で
あ
ら
う
.
此
の
時
迄
の
貿
易
は
大
鰭

自
由
貿
易
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡

頁
享
二
年
を
以
っ
て
時
期
を
劃
さ
れ
た
理
由
は
'
第
三
尊
八

十
五
貫
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

｢
支
那
の
貿
易
額
の
限
定
さ
れ
た
貞
享
二
年
は
､
支
那
に
お
い

て
も
清
朝
が
毒
湾
を
平
定
し
た
る
結
果
'
大
い
に
海
禁
を
開

き
､
外
国
貿
易
姦

し
墓

で

(諸

相
㍍
礼
州
諾

徒
)
･

こ
の
年
を
以
て
長
崎
に
お
け
る
支
那
貿
易
の
歴
史
の
第
二
時

期
を
劃
す
れ
ば
'
そ
の
第

7
時
期
は
'
大
鰐
に
お
い
て
明
の

政
令
の
支
部
に
行
は
れ
た
時
代
で
､
支
郷
の
私
商
が
'
貿
易

の
禁
を
犯
し
t
等
樺
の
貨
物
を
滑
ら
し
て
'
長
崎
そ
の
他
の

諸
港
に
代
入
し
て
､
小
利
を
求
め
L
に
過
ぎ
な
い
時
期
で
あ

る
に
封
し
て
'
こ
の
第
二
時
期
は
明
清
交
代
に
際
L
t
明
の

政
令
が
行
は
れ
ず
'
清
朝
の
威
槍
も
確
立
せ
ず
､
鄭
氏

7
門

が
或
些
臓
建
海
上
に
お
い
て
､
或
は
垂
潜
に
凍
り
て
'
茸
際

に
お

い
て
殆
ん
ど
支
那
の
全
輸
出
貿
易
を
支
配
し
た
時
期
に

恰
常
す
る
｣

著
者
が
此
の
長
崎
貿
易
史
を
'
常
に
東
洋
史
の
立
場
か
ら
取
扱

っ
て
居
ら
れ
る
事
を
示
す
好
例
で
あ
る
.
こ
の
弟
二
時
期
に
は

従
来
の
森
割
符
法
が
慶
止
さ
れ
て
'
相
対
商
賓
と
な
り
､
後
に

市
法
商
費
法
の
制
定
を
見
る
に
至
つ
た
が
'
こ
れ
ら
重
要
問
題

を
第
三
章
で
説
明
さ
れ
る
｡
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攻
に
正
徳
五
年
に
は
'
図
円
に
於
け
る
銅
の
不
足
が
問
鐙
と

な
り
'
そ
の
結
果
新
例
の
静
布
を
見
'
信
牌
制
度
を
設
け
て
そ

の
貿
易
を
厳
重
に
限
定
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
以
っ
て
､
割
判

的
な
も
の
と
さ
れ
た
｡
そ
の
特
色
を
日
支
南
面
か
ら
考
察
し
て

第
五
章
に
詳
論
さ
れ
'
貞
亨
二
年
以
来
の
商
人
の
相
封
入
札
商

費
が
こ
の
新
例
に
よ
っ
て
値
組
貿
易
と
な
り
t
と
の
商
賓
法
は

幕
末
に
及
ん
だ
と
し
て
'
前
後
の
時
期
を
明
確
な
ら
し
め
ら
れ

た
｡
即
ち
第
三
時
期
に
は
､
市
法
商
資
法
が
'
生
新
は
割
符
法

諸
色
は
粕
封
商
費
と
な
り
'
貿
易
額
が
限
定
さ
れ
て
'
そ
の
制

限
は
厳
蛮
と
な
っ
て
行
っ
た
事
を
述
べ
ら
れ
､
こ
の
時
期
を
正

徳
新
例
蓉
布
の
準
備
期
と
見
ら
れ
た
｡
第
四
時
期
は
､
銅
の
不

足
か
ら
貿
易
の
制
限
が
益
々
厳
重
と
な
り
'
日
本
の
輸
出
品
と

し
て
俵
物
や
諸
色
等
の
海
産
物
が
重
要
な
地
位
を
有
す
る
こ
と

1

な
っ
た
鮎
を
注
意
さ
れ
て
ゐ
る
｡

明
末
よ
り
盛
ん
に
東
洋

へ
押
し
寄
せ
て
雅
た
西
欧
商
人
が
'

目
ざ
ま
し
-
活
躍
し
た
東
洋
貿
易
に
於
い
て
'
重
要
な
役
割
を

演
じ
た
も
の
は
銀
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
銀
は
支
郷
の
絹
織
物

と
金
､
モ
ル
ヅ
カ
諸
島
の
香
料
､

日
本
の
食
料
品
等
の
支
排
に

用
ひ
ら
れ
'
結
局
廻
り
廻
っ
て
支
郷

へ
吸
収
さ
れ
て
行
っ
た
.

こ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
東
洋
貿
易
と
'
長
輯
貿
易
と
は
没
交
渉
で

は
あ
り
得
な
か
っ
た
｡
又
鋼
も
支
那
が
鏡
鰻
料
と
し
て
渇
望
し

た
も
の
で
あ
り
､
日
本
の
良
質
な
る
銅
鏡
は
支
郵
人
の
間
に
よ

-
知
ら
れ
て
ゐ
た
O
こ
の
鮎
よ
り
'
我
々
の
興
味
を
惹
か
れ
る

の
は
'
寧
ろ
弟
七
草
以
下
で
あ
り
'
そ
れ
こ
そ
博
士
の
端
境
魔

と
も
言
ふ
べ
-
'
探
き
東
洋
史
の
理
解
'
貿
易
関
係
の
把
鹿
あ

っ
て
始
め
て
成
し
得
る
所
で
あ
ら
う
｡

さ
て
弟
七
草
に
は
､
従
来
史
家
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
す
'
叉

そ
の
必
要
さ

へ
も
注
意
せ
ら
れ
な
か
っ
た

｢
支
都
側
史
料
に
依

る
長
崎
貿
易
｣
の
研
究
を
､
新
し
-
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

明
朝
'
清
朝
共
に
諸
外
国
と
の
貿
易
を
禁
じ
て
ゐ
た
が
'
た

ゞ
除
外
例
と
し
て
､
支
非
人
が
日
本

へ
赴
-
こ
と
を
認
め
て
ゐ

た
｡
叉
寛
文
元
年
か
ら
貞
享
元
年
の
間
は
'
清
朝
の
順
治
十
八

年
以
後
康
願
二
十
三
年
に
粕
首
L
t
所
謂
遷
海
令
を
出
し
て
､

支
郵
沿
海
の
民
を
支
耕
運
三
十
男
の
内
地
へ
遷
し
'
漁
舶
'
商

船
の
出
海
を
厳
禁
し
た
時
代
で
あ
る
が
､
こ
の
間
も
支
邦
人
が

日
本

へ
赴
-
こ
と
は
禁
じ
て
ゐ
な
い
｡
こ
の
理
由
を
'
支
邪
が

日
本
の
鋼
即
ち
洋
銅
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

た
.
光
線
十

一
年
頃
か
ら
銅
の
流
出
を
制
限
し
初
め
､
jE
徳
新

例
の
野
布
を
見
る
に
至
る
問
は
'
清
朝
で
は
日
本
の
銅
を
採
卵

し
難
く
な
っ
て
'
雲
南
か
ら
の
探
銅
に
努
め
た
が
､
そ
の
賢
愚
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く
､
錆
鰻
料
と
し
て
日
本
銅
の
需
要
は
絶
え
な
か
っ
た
｡
か
-

て
日
本
銅
の
採
雛
は
容
易
で
な
か
つ
た
が
､
年
々
銅
を
求
め
て

日
本

へ
来
た
の
で
あ
る
｡
支
邦
人
の
日
本

へ
赴
-
事
を
許
し
な

が
ら
､
康
梨
二
十
三
年
の
海
禁
解
除
後
と
錐
も
'
日
本
人
が
支

部
に
往
-
事
を
禁
じ
て
ゐ
た
｡
之
は
支
那
が
日
本
人
の
俊
譲
を

常
に
疑
催
し
て
ゐ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
､種

々
例
詮
さ
れ
た
｡
.

第
八
草
に
於
い
て
､
生
練
は
長
崎
貿
易
時
代
の
初
期
'
中
期

に
か
け
て
'
支
郵
船
､
和
蘭
加
の
輸
入
品
中
最
も
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
'
随
っ
て
轟
割
符
法
は
常
時
に
あ
っ
て
最
も
重

要
な
制
度
で
あ
っ
た
と
し
'
そ
の
字
義
に
関
し
て
横
井
時
冬
博

士
説
を
捨
て
'
本
校
､
柴
両
氏
説
を
文
持
さ
れ
'
そ
の
由
来
'

制
度
'
厳
正
の
理
由
等
を
考

へ
ら
れ
た
｡

第
九
輩
は
長
崎
貿
易
の
最
も
隆
盛
で
あ
っ
た
初
期
'
中
期
の

支
那
か
ら
の
輸
入
貨
物
名
を
列
馨
し
､
そ
れ
ら
の
貿
易
に
よ
っ

て
支
郷
人
の
得
た
利
益
を
目
安
撃
方
の
時
債
を
封
照
せ
し
め
な

が
ら
考
究
さ
れ
た
｡

箱
十
輩
は
､
日
本
の
銅
輸
出
禁
止
は
､
金
銀
の
輸
出
禁
止
よ

り
も
早
-
,
慧

お

年
こ

誓

)
よ
｡
な
さ
れ
､
蒜

三
年

(覧

)
に
は
･
そ
の
輪

崇

解
禁
と
な
っ
た
.
そ
の
銅
の
輸
出

景
'
解
禁
の
事
情
､
銅
の
粕
場
を
あ
げ
ら
れ
る
｡

日
本
の
銀
は
寛
文
八
年
(
㌫

)
に
輪
患

完

と
な
っ
た
が
､

そ
れ
に
は
新
割
符
法
が
粕
封
貿
易
と
な
っ
た
篤
め
､
生
新
の
買

入
値
段
が
高
値
と
な
り
､
長
崎
の
衰
微
を
来
た
し
た
と
云
ふ
重

大
な
原
因
が
あ
っ
た
事
､

叉

そ
の
銀
の
輸
出
が
寛
文

十
二
年

(
と
C

に
解
禁
さ
れ
蛋

情
を
述
べ
'
つ
ゞ
い
て
蒜

五
年
以

前
と
以
後
こ
の
頃
迄
と
の
日
本
銀
輪
出
の
額
を
計
算
さ
れ
た
｡

本
書
に
引
用
さ
れ
た
史
籍
は
､
日
本
の
も
の
望

rR
ふ
に
茨
は

す
'
支
郷
'
欧
羅
巴
の
も
の
に
ま
で
及
び
､
そ
の
一
々
に
付
い

て
は
敢
て
新
奇
と
言

へ
な
い
が
ー
こ
れ
ら
を
常
に

一
貫
し
た
立

場
か
ら
駆
使
さ
れ
る
こ
と
縦
横
無
益
､
.そ
の
博
引
葬
詮
は
貧
に

驚
嘆
に
値
す
る
｡
叉
日
本
和
蘭
側
史
料
で
は
解
決
出
奔
な
か
っ

た
開
校
を
､
明
確
に
説
明
さ
れ
た
事
も
少
な
-
は
な
い
が
､
煩

を
厭
う
て
挙
例
を
差
し
控
へ
る
.

本
書
で
は
'
英

･
米

･
俳
の
日
本

へ
の
進
出
'
所
謂
阿
片
賊

軍
以
後
の
支
那
貿
易
事
情
の
撃
化
が
､
日
本
即
ち
長
崎
の
関
易

に
及
ぼ
し
た
影
響
'
そ
し
て
長
崎
貿
易
を
し
て
轡
憩
的
な
継
悪

か
ら
開
放
せ
し
む
る
に
至
っ
た
事
情
'
そ
の
間
に
於
け
る
支
郷

と
の
貿
易
観
係
等
に
は
悔
れ
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
に
t
や
1

物

足
ら
な
さ
を
感
じ
る
.
然
し
之
を
補
ふ
も
の
は
'
博
士
の
諸
著

書
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡
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叉
著
者
自
ら
も
言
は
れ
る
如
く
､
九
州
地
方
殊
に
薩
摩
の
密

貿
易
史
は
'
長
崎
貿
易
の
裏
面
史
と
も
言
ふ
べ
き
､
甚
だ
重
要

な
る
も
の
で
あ
る
が
'
之
を
割
愛
せ
ら
れ
た
事
は
遺
憾
こ
の
上

も
な
い
.
強
ひ
て
戦
尊
を
拾
ふ
事
は
不
可
能
で
は
な
い
o

又
異

説
を
立
て
る
事
も
出
来
よ
う
｡
紳
な
ら
ぬ
人
間
の
作
品
は
'
常

に
未
完
成
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
は
決
し
て
本
書
の
償
値
と
意
義

と
を
動
格
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
｡
繰
り
返
へ
し
て
言
ふ
｡

喜
き
聞
也
を
東
洋
史
の
立
場
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
､
之
を
も
鼎

の

7
脚
た
ら
し
め
ら
れ
た
功
は
永
久
に
銘
記
せ
ら
る
べ
き
で
あ

ら
う
｡
こ
の
基
礎
に
立
ち
'
更
に
､
常
時

｢
天
下
の
台
所
｣
と

し
て
'
全
図
の
富
の
七
割
ま
で
を
集
め
た
と
構
せ
ら
れ
る
大
阪

控
酒
と
'
そ
の
輸
血
管
な
る
べ
き
長
崎
港
と
の
関
係
､
近
畿
地

方
絹
織
物
業
と
長
崎
に
於
け
る
絹
生
羅
貿
易
と
の
関
係
等
､
重

要
且
つ
興
味
あ
る
研
究
に
ま
で
静
展
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
.
∩
堀
井

7
雄
∪

二一･88




