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青い海と緑の山々に恵まれた中国地域に、地域づくりの風が吹き始めています。

自分たちの大好きなこの街を少しでも良くし、子どもたちにしっかりと手渡したい。

こんな気持ちで頑張っている人たちがいっぱいいます。

「碧い風」は、そんなまちづくり人を結びながら、自分たちのまわりにある魅力を高め、

きらめくような中国地域にしていく媒体にしていきたいと思っています。

強くはないが、楽しい風。

そんな風を、みなさんと一緒に巻き起こしたいと考えています。
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視 点

明
治
維
新
一
五
０
年
を
考
え
る

時
を
区
切
っ
て
振
り
返
る

と
い
う
智
恵

明
治
新
政
府
が
「
王
政
復
古
」
を
各
国

公
使
に
通
告
、
外
国
と
の
和
親
を
国
内
に
布

告
し
て
一
五
〇
年
と
い
う
エ
ポ
ッ
ク
を
記
念

し
て
、
行
政
や
メ
デ
ィ
ア
は
さ
ま
ざ
ま
な
記

念
事
業
を
計
画
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
う
し

た
動
き
に
対
し
て
、「
明
治
一
五
〇
年
」
と

い
う
区
切
り
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

か
、「
明
治
一
〇
〇
年
」
の
よ
う
な
盛
り
上

が
り
は
な
い
な
ど
、
冷
め
た
反
応
を
示
す
向

き
も
あ
る
。
だ
が
筆
者
は
日
本
の
現
状
を
思

う
と
、
一
五
〇
年
と
い
う
時
点
で
明
治
維
新

以
降
の
近
代
日
本
を
振
り
返
る
こ
と
は
特
に

大
事
だ
と
考
え
る
。

物
事
を
時
間
で
区
切
り
、
年
を
数
え
、
時

代
を
区
分
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
極

め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
例
え
ば
、
正
月

と
い
う
新
し
い
年
の
「
区
切
り
」
を
考
え
て

み
よ
う
。「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と

言
い
、「
旧
年
を
振
り
返
り
新
し
い
年
に
思

い
を
は
せ
る
」
と
い
う
正
月
は
妙
な
習
慣
だ

と
考
え
る
人
も
い
る
。
し
か
し
人
間
が
時
の

中
に
反
復
と
変
化
を
読
み
取
り
、
暦
を
作
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
区
切
り
」
を
設
け
て
生
活
に

規
律
と
秩
序
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
こ
と
に

は
深
い
智
恵
が
あ
る
の
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
自
分
は
合
理
的
だ
と
思
い
込

ん
で
い
る
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
論
理
的
で
は

な
く
、
首
尾
一
貫
性
を
持
っ
た
存
在
で
は
な

い
。
昨
日
の
自
分
と
今
日
の
自
分
で
は
、
考

え
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
経
験
か

ら
確
実
に
学
ん
で
賢
明
に
な
り
、
時
と
と
も

に
進
歩
を
重
ね
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
時
に「
区
切
り
」
を
設
け
て
見

失
っ
た
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
己
を
振
り
返

り
、
姿
勢
を
正
す
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い

至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
人
類
が
不
断
に
進
歩
し

て
い
る
と
思
い
込
む
の
は
、
あ
ま
り
に
も
素

朴
な
人
間
観
、
単
純
な
歴
史
観
だ
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
時
を
区
切
る
と
い
う
不
合
理

そ
う
に
見
え
る
慣
行
は
、
合
理
性
に
欠
け
る

人
間
に
合
理
性
を
回
復
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
過
去
を
振
り
返
り
自
己
確
認
を

し
、
気
持
ち
を
新
た
に
し
て
前
を
向
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
初
め
て
真
の
意
味
で

の
「
前
進
」
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
の
好
き
な
英
国
の
批
評
家
G
．K
．

チ
ェ
ス
タ
ト
ン
は
「
復
古
で
な
い
革
命
は
未

だ
か
つ
て
一
度
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
逆
説

的
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う

に
言
う
。「
歴
史
上
未
来
に
た
い
し
て
ほ
ん

と
う
に
何
か
を
為
し
た
人
物
は
、
み
な
過
去

に
目
を
向
け
て
い
た
。（
中
略
）
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
独
創
は
、
昔

の
壺
や
写
本
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
は
じ

ま
っ
た
。（
中
略
）
中
世
は
ロ
ー
マ
帝
国
の

記
憶
が
あ
っ
た
か
ら
復
活
し
た
。
宗
教
改
革

は
聖
書
と
聖
書
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
た
」
そ

し
て
「
不
思
議
に
も
人
間
は
、
実
り
を
得
る

た
め
に
は
常
に
墓
の
な
か
に
木
を
植
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
死
者
の
あ
い
だ
に
し
か
生

は
見
い
だ
せ
な
い
。
人
間
と
は
奇
態
な
怪
物

で
あ
る
。
足
は
前
に
踏
み
だ
し
な
が
ら
ア
タ

マ
は
後
ろ
を
む
い
て
い
る
」
の
だ
と
。

一
〇
〇
年
で
あ
れ
一
五
〇
年
で
あ
れ
、
わ

れ
わ
れ
現
代
に
生
き
る
者
が
過
去
を
振
り
返

る
こ
と
は
実
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
振
り

返
る
こ
と
な
し
に
前
だ
け
を
見
つ
め
る
こ
と

は
浮
薄
な
空
論
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。

文
学
と
旅
か
ら
学
ぶ

明
治
維
新
前
後
の
日
本
の
社
会
と
政
治
の

動
き
に
つ
い
て
、
筆
者
は
学
生
時
代
、
司
馬

遼
太
郎
の
傑
作
小
説
群
『
竜
馬
が
ゆ
く
』『
花

神
』『
世
に
棲
む
日
日
』『
翔
ぶ
が
如
く
』
な

ど
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
に
魅
せ
ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
薩
摩
と
長
州
、

そ
し
て
土
佐
の
志
士
た
ち
の
激
し
い
動
き
で

明
治
維
新
一
五
０
年
で

想
う
こ
と

大
阪
大
学 

名
誉
教
授  

猪
木 

武
徳

維新の三傑と呼ばれる木戸孝允（長州）、西郷隆盛（薩摩）、大久保利通（薩摩）。司馬遼太郎は『翔ぶが如く』で西郷
と大久保の友情そして対立を軸に、幕末維新期を描いた　写真提供：国立国会図書館デジタルコレクション

1）

特
集

視 点

1）…『求む、有能でないひと』（阿部 薫訳、国書刊行会、2004年）による
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西
南
雄
藩
の
下
級
武
士
の
改
革
へ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
、
経
済
が
相
対
的
に
豊
か
で
あ
っ

た
た
め
に
生
ま
れ
た
と
い
う
面
と
、
平
田
派

国
学
の
尊
王
思
想
の
浸
透
に
よ
る
と
い
う
二

つ
の
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
政
治
や
生
活
へ
の
人
間
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
関
し
て
も
う
一
つ
思
い
出
す
こ
と

が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
代

に
日
本
か
ら
の
ハ
ワ
イ
・
北
米
へ
の
移
民
を

輩
出
し
た
地
方
で
は
、
山
口
と
広
島
が
群
を

抜
い
て
多
い
。
移
民
研
究
で
は
、
一
般
に
移

民
す
る
社
会
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
社
会
の
最

も
貧
し
い
層
で
は
な
く
、
そ
の
少
し
上
の
社

会
階
層
に
多
い
と
い
わ
れ
る
。
海
外
に
活
路

を
求
め
よ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
あ
る

程
度
の
資
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

こ
の
点
は
明
治
中
期
の
鳥
取
か
ら
北
海
道
・

釧
路
へ
の
士
族
移
住
に
も
当
て
は
ま
る
と
思

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
飛
躍
を
求
め
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
る

人
々
が
そ
れ
ら
の
地
域

に
多
か
っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。

歴
史
上
の
問
い
に

答
え
る
に
は
史
料
が

必
要
だ
。
し
か
し
史

料
に
は
制
約
が
あ
り
、

全
て
が
実
証
で
き
る
と

は
限
ら
な
い
。
明
治
維

新
の
問
題
を
考
え
る
場

の
こ
う
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
実
例
に
触

れ
得
た
の
は
、
津

山
か
ら
柵
原
、
智ち

頭づ

を
通
っ
て
鳥
取

市
に
出
た
旅
で
の

こ
と
だ
っ
た
。

幕
末
維
新
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、

ど
う
し
て
も
薩
長

土
肥
、
京
・
大
坂
・

江
戸
の
三
都
に
関

心
が
集
中
す
る
。
最
も
政
治
的
動
き
が
激
し

か
っ
た
地
域
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
は

あ
ろ
う
。
し
か
し
広
く
日
本
を
旅
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
、
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の

幕
末
維
新
が
あ
っ
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

書
物
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
が
、
旅
に
よ
っ

て
学
ぶ
こ
と
も
多
い
。「
世
界
は
書
物
で
あ

り
、旅
を
し
な
い
人
は
、そ
の
わ
ず
か
一
ペ
ー

ジ
し
か
読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
」
と
い
う

賢
人
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
は
け
だ
し

名
言
と
言
え
よ
う
。

※2…復古神道を説いた平田篤胤が樹立し、その養子
　 　の銕胤、孫の延胤によって維持発展された学問

※1…経済学者のマルサスは『人口論』で人口は幾何級数的に増加するが食糧は算術級数的にしか
　 　増加しないため貧困と悪徳が発生し、この両者が人口増加の抑制要因として働くと説いた

p r o f i l e

猪木 武徳〈いのき・たけのり〉

1945年滋賀県生まれ。経済学者。京都大学経済学部卒業、マサ
チューセッツ工科大学大学院博士課程修了。大阪大学経済学部教
授、国際日本文化研究センター所長などを歴任。著書に『経済思想』

（岩波書店、サントリー学芸賞）、『自由と秩序―― 競争社会の二つ
の顔』（中央公論新社、読売・吉野作造賞）、『戦後世界経済史　自
由と平等の視点から』（中公新書）、『文芸にあらわれた日本の近代
―― 社会科学と文学のあいだ』（有斐閣、桑原武夫学芸賞）など。 因州藩最後の藩主池田慶徳（明治初

年撮影）　鳥取市歴史博物館蔵

ハワイのバナナ農園で働く日本人労働者たちを描いた油絵（ジョゼ
フ・ドワイト・ストロング作、1885年）。日本人が移民として初め
てハワイに渡ったのが明治元年。明治維新150年の歴史は、日系
移民の歴史にも重なる

2）…『中央公論』（中央公論新社）2018年4月号「藤村『夜明け前』にみる近代人の理性と情念」

平成30年1月に発見された西郷隆盛自筆の書状。戊辰戦争前の慶応3年12
月24日付で、西郷が岡山藩家老の土倉正彦に宛てた。徳川家と深い関係の
あった因州藩が新政府側につくのかを確かめる内容が書かれている。因州
藩が戊辰戦争で新政府側に回った経緯はこれまで明らかになっておらず、
この書状により、薩摩藩の働きかけが影響した可能性が示された
鳥取市歴史博物館蔵

あ
り
、
坂
本
龍
馬
や
高
杉
晋
作
、
あ
る
い
は

西
郷
隆
盛
な
ど
の
西
南
雄
藩
の
下
級
武
士
や

勝
海
舟
な
ど
の
幕
臣
出
身
の
英
雄
的
な
人
物

が
活
躍
す
る
、
文
字
通
り
「
巻
を
措お

く
能
わ

ざ
る
」
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
。
虚
実
な
い

ま
ぜ
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
学
校
で
学
ん

だ
日
本
史
よ
り
は
る
か
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で

魅
力
的
な
歴
史
物
語
で
あ
り
、
人
間
を
学
ぶ

絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。
人
名
と
年
代
、

内
実
の
よ
く
分
か
ら
な
い
史
学
の
専
門
用
語

で
い
っ
ぱ
い
の
教
科
書
を
、
試
験
の
た
め
に

暗
記
さ
せ
ら
れ
た
日
本
史
の
授
業
か
ら
解
放

さ
れ
た
喜
び
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
筆
者
は
吉
村
昭
と
山
田
風
太

郎
の
大
フ
ァ
ン
に
な
り
、
今
も
歴
史
小
説
の

魅
力
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
。
吉
村
の
事

実
を
綿
密
に
調
べ
上
げ
た
作
品
の
与
え
る
感

動
、
風
太
郎
の
明
治
も
の
の
大
胆
な
仮
説
の

痛
快
さ
か
ら
は
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。
最
近

も
、
史
料
を
駆
使
し
た
歴
史
文
学
の
一
つ
で

あ
る
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
を
再
読
し
て

一
文
を
草
し
た
が
、
文
学
者
の
描
く
歴
史
の

面
白
さ
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
っ
た
。

専
門
の
歴
史
家
の
著
作
だ
け
で
は
満
足

感
が
得
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
時
代
ご

と
分
野
ご
と
に
研
究
の
専
門
化
が
著
し
く
進

み
、
通
史
の
一
部
と
な
り
得
る
よ
う
な
全
体

的
な
視
野
に
立
つ
作
品
が
す
ぐ
に
は
思
い
浮

か
ば
な
い
た
め
だ
。
明
治
維
新
と
い
う
テ
ー

マ
一
つ
を
と
っ
て
も
、
広
い
視
点
か
ら
、
そ

の
前
後
の
流
れ
を
重
視
し
つ
つ
論
じ
る
よ
う

な
書
物
は
あ
ま
り
な
い
。
同
業
者
を
意
識
し
、

同
業
の
者
の
間
で
の
「
内
輪
の
話
」
に
終
始

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
で
あ
る
か
ら

「
事
実
」
を
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
史
料
が
な
い
問
題
に
つ
い
て

の
言
及
に
は
史
家
は
概
し
て
禁
欲
的
だ
。
多

く
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
想
像
や

推
理
の
「
技
」
で
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
っ
た
。

近
年
痛
感
す
る
の
は
歴
史
を
学
ぶ
上
で
の

旅
の
効
用
だ
。
筆
者
は
七
年
ほ
ど
前
か
ら
、

近
代
日
本
の
工
業
化
の
重
要
な
担
い
手
と

な
っ
た
産
業
の
一
つ
、
鉱
工
業
の
跡
地
を
若

い
研
究
者
た
ち
と
踏
査
す
る
旅
を
続
け
て
い

る
。
日
本
の
北
か
ら
南
ま
で
、
四
十
カ
所
近

く
の
金
、
銀
、
銅
、
鉄
、
石
炭
、
マ
ン
ガ
ン
、

硫
黄
な
ど
の
鉱
山
や
鉱
業
所
、
そ
し
て
近
隣

の
史
跡
や
温
泉
地
を
訪
れ
る
。
往
時
の
繁
栄

を
偲
ぶ
よ
う
な
場
所
へ
の
旅
を
重
ね
る
う
ち

に
、
ま
だ
ま
だ
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
な

い
「
明
治
維
新
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
家
の
描
く
明
治
維
新
も
一
つ
の
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
活
字
情

報
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
に
赴
い
て
そ

こ
の
空
気
を
吸
い
、
周
り
の
風
景
に
接
す
れ

ば
、
予
期
せ
ぬ
事
実
に
出
合
え
る
の
で
は
な

い
か
。
中
国
地
域
も
何
度
か
訪
れ
た
。
著
名

な
島
根
の
石い

わ

見み

銀
山
や
広
島
・
島
根
の
た
た

ら
鉄
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
比

較
的
小
規
模
で
は
あ
る
が
近

代
日
本
の
工
業
化
に
重
要
な

役
割
を
演
じ
た
鉱
山（
例
え

ば
硫
化
鉄
鉱
の
産
出
で
知
ら

れ
た
岡
山
の
柵や

な

原は
ら

鉱
山
）な

ど
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
所
に
古い
に
し
えを
偲
ぶ
場
所
が

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
も
知
っ

た
。
ち
な
み
に
最
近
は
公
立

の
歴
史
博
物
館
で
も
優
れ
た

展
示
が
多
い
。
柵
原
鉱
山
を

訪
れ
た
折
に
観
た
津
山
洋
学

資
料
館
で
は
江
戸
後
期
日
本

の
科
学
の
高
い
水
準
を
知
っ

て
感
動
し
た
も
の
だ
。

こ
う
し
た
旅
に
よ
っ
て

戊
辰
戦
争
に
つ
い
て
も
意

外
な
事
実
に
出
合
っ
た
。

東
北
で
の
戦
い
に
つ
い
て
は
多
少
読
ん
で
い

た
つ
も
り
で
い
た
が
、
因
州
藩
の
幕
末
に
お

け
る
微
妙
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
鳥
取

市
歴
史
博
物
館
を
訪
ね
た
時
に
初
め
て
知
っ

た
。
因
州
藩
は
、
藩
主
池
田
慶よ

し

徳の
り

が
将
軍
徳

川
慶よ

し

喜の
ぶ

と
同
い
年
の
異
母
兄
で
あ
っ
た
こ
と

も
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
、「
尊
王
敬け
い

幕ば
く

攘
夷
」

と
い
う
微
妙
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
だ
が

一
旦
、
戊
辰
戦
争
が
始
ま
る
と
、
家
老
和
田

壱
岐
率
い
る
八
百
人
の
藩
兵
が
官
軍
（
東
征

軍
）
に
従
軍
・
参
戦
し
て
い
る
。
戊
辰
戦
争

「
気
概
」の
源
と
な
っ
た

時
代
背
景

藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
を
読
む
と
、
西
南

雄
藩
の
経
済
状
況
と
維
新
の
改
革
運
動
、
そ

し
て
そ
の
思
想
的
背
景
の
間
に
は
重
な
り
合

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
感
じ
る
。

国
力
を
診
断
す
る
場
合
、
最
も
基
本
と
な
る

指
標
は
人
口
と
そ
の
増
減
で
あ
る
か
ら
、
江
戸

後
期
の
日
本
社
会
の
状
況
を
知
る
た
め
に
は
、

人
口
動
態
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
江
戸
期

前
半
の
一
七
二
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
日
本
の
人
口

の
増
加
率
は
高
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
後
、

幕
末
維
新
期
ま
で
の
約
百
三
十
年
間
は
、
総

人
口
が
ほ
ぼ
三
千
百
万
人
前
後
の
ま
ま
推
移

す
る
「
人
口
停
滞
社
会
」
で
あ
っ
た
。

総
人
口
は
ほ
ぼ
一
定
で
あ
っ
た
が
、
人
口

の
増
減
に
は
大
き
な
地
域
差
が
存
在
し
た
。

京
・
大
坂
・
江
戸
で
は
文
化
が
爛
熟
し
て
お

り
人
口
の
自
然
増
加
力
が
減
耗
し
た
こ
と
は

推
測
が
つ
く
。
実
際
、
こ
れ
ら
三
都
は
「
独

身
者
の
増
加
、
晩
婚
化
、
出
生
児
の
減
少
」

と
い
う
現
代
と
そ
っ
く
り
な
現
象
を
来
し
て

い
る
。
総
じ
て
、
近
畿
・
関
東
・
東
北
の
三

地
方
は
大
き
な
人
口
減
少
を
示
し
て
い
る
の

だ
。
凶
作
・
天
災
・
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
た
東

北
を
は
じ
め
、
目
立
っ
た
人
口
減
少
を
見
た

藩
は
東
日
本
に
多
か
っ
た
。
逆
に
、
山
陰
・

山
陽
・
四
国
・
九
州
で
は
人
口
増
加
が
著
し

か
っ
た
。
特
に
薩
摩
、
周
防
、
土
佐
な
ど
、
維

新
期
に
多
く
の
志
士
を
輩
出
し
た
西
南
雄
藩

は
大
き
な
人
口
増
加
を
記
録
し
て
い
る
。

そ
の
因
果
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
東
日
本
に
比
べ
て
経
済
的
に
豊
か

で
あ
っ
た
西
日
本
の
い
く
つ
か
の
藩
が
、
教

育
や
軍
事
技
術
の
導
入
に
熱
心
で
あ
っ
た
の

は
経
済
的
な
余
裕
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
。
農
業
人
口
が
全
人
口
の
九
割
近
く
を
占

め
て
い
た
近
世
社
会
で
は
、
マ
ル
サ
ス
の
論※

１
を

待
つ
ま
で
も
な
く
、
人
口
と
経
済
力（
す
な
わ

ち
食
糧
）の
関
係
は
か
な
り
直
接
的
で
あ
っ
た

は
ず
だ
。

興
味
深
い
の
は
、
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』

で
江
戸
後
期
に
人
口
増
加
を
経
験
し
た
地
方

で
は
、
平
田
派
の
国
学※

２

が
武
士
階
級
に
も
か

な
り
浸
透
し
て
い
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
。
平
田
の
門
人
は
医
者
、
庄
屋
、
本

陣
、
問
屋
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
農
民
町
人
の

上
層
部
な
ど
の
社
会
層
で
あ
っ
て
、
士
分

は
少
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
い
く

つ
か
の
藩
の
武
士
の
中
に
門
人
が
い
た
と

い
う
。
天
保
時
代
の
平
田
篤あ

つ

胤た
ね

門
下
の
古
い

門
人
帳
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
篤
胤
直

門
は
五
百
四
十
九
人
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
中
で

七
十
三
人
が
士
分
の
も
の
さ
。
全
国
で
十
七

藩
ぐ
ら
い
か
ら
、
そ
う
い
う
人
達
を
出
し
て

い
る
よ
。
最
も
多
い
藩
が
十
四
人
、
最
も
少

な
い
藩
が
一
人
と
い
う
風
に
ね
。
鹿
児
島
、

津
和
野
、
高
知
、
名
古
屋
…
」
と
い
う
記
述

が
あ
る
の
だ
。

合
、
日
本
の
幕
末
外
交
と
不
安
定
な
内
政
を

め
ぐ
る
全
体
的
な
議
論
が
重
要
で
は
あ
る
。

し
か
し
地
域
ご
と
に
分
け
入
っ
て
、そ
の
実
情

を
個
別
具
体
的
に
吟
味
す
る
こ
と
も
不
可
欠

だ
。
必
要
な
の
は
実
証
性
だ
け
で
は
な
い
。

想
像
力
と
推
理
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

国
際
政
治
の
激
し
い
変
動
に
晒
さ
れ
な
が

ら
も
、
確
実
な
羅
針
盤
を
持
ち
得
な
い
現
代

の
日
本
に
と
っ
て
、
明
治
維
新
の
問
題
は
、

実
証
性
だ
け
で
は
収
ま
り
切
ら
な
い
よ
う

な
問
い
に
対
す
る
「
想
像
力
と
推
理
力
」
を

鍛
え
る
格
好
の
機
会
で
も
あ
る
。
明
治
維
新

一
五
〇
年
と
い
う
年
は
、
わ
れ
わ
れ
が
改
め

て
立
ち
止
ま
り
、「
御
一
新
」
が
日
本
に
何

を
も
た
ら
し
た
の
か
を
振
り
返
り
、
日
本
の

「
来
し
方
行
く
末
」
を
想
像
し
見
通
す
絶
好

の
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。

2）
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藩
は
幕
府
に
抗
戦
す
る
方
針
に
転
換
し
た
。

こ
の
動
き
を
知
っ
た
幕
府
は
、
慶
応
元

（
一
八
六
五
）
年
四
月
、
再
び
長
州
藩
攻
撃

の
出
兵
を
諸
藩
に
命
じ
た
。
さ
ら
に
五
月
、

将
軍
徳
川
家い

え

茂も
ち

自
身
も
江
戸
城
を
出
て
、
大

坂
城
に
移
っ
て
陣
頭
指
揮
に
当
た
っ
た
。

十
一
月
、
幕
府
は
幕
府
陸
軍
と
諸
藩
軍
に

長
州
周
辺
へ
の
出
陣
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
応

じ
て
諸
藩
の
軍
は
出
陣
し
、
広
島
に
は
幕
府

陸
軍
、
彦
根
藩
軍
、
越
後
高
田
藩
軍
な
ど
が

集
結
し
、
さ
ら
に
諸
藩
の
軍
も
続
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
慶
応
二
年
六
月
七
日
、

幕
府
軍
艦
の
長
州
藩
領
の
熊く

ま

毛げ

半
島
と
周す

防お
う

大お
お

島し
ま

へ
の
砲
撃
に
よ
っ
て
開
戦
の
火
蓋
が
切

ら
れ
た
。

大
島
口
の
戦
い

六
月
八
日
、
伊
予
松
山

藩
軍
は
周
防
大
島
の
南
側

を
攻
撃
し
た
。
同
日
、
幕

府
海
軍
は
、
周
防
大
島
の

北
側
を
砲
撃
し
た
。
さ
ら

に
幕
府
陸
軍
と
松
山
藩
軍

は
周
防
大
島
に
上
陸
し
、

占
領
し
た
。

十
日
、
長
州
藩
は
応
戦

を
決
断
し
、
木き

戸ど

孝た
か

允よ
し

を

中
心
と
す
る
藩
庁
政
事
堂

の
統
一
的
指
揮
の
下
、
少

な
い
人
数
を
四
つ
の
藩
境

明
治
維
新
一
五
０
年
を
考
え
る

幕
長
戦
争
の
光
と
影

近
代
日
本
の
夜
明
け

明
治
維
新
と
は
、
江
戸
幕
府
が
支
配
す
る

封
建
体
制
を
倒
し
て
近
代
国
家
を
造
っ
た
壮

大
な
変
革
過
程
で
あ
る
。
幕
府
が
倒
れ
る
契

機
と
な
っ
た
の
が
、
幕
府
が
長
州
藩
（
現
・

山
口
県
）
を
攻
撃
し
た
幕
長
戦
争
で
あ
る
。

こ
の
戦
争
は
、
両
交
戦
団
体
の
名
を
と
っ
て

幕
長
戦
争
と
呼
ぶ
。
ほ
か
に
長
州
戦
争
、
あ

る
い
は
長
州
藩
の
四
つ
の
藩
境
で
起
こ
っ
た

こ
と
か
ら
四し

境き
ょ
う戦
争
と
い
う
呼
び
方
も
あ
る
。

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
、
幕
府
は
長
州

藩
を
攻
撃
し
た
が
敗
退
し
、
権
威
を
大
い
に

失
墜
し
た
。
幕
府
を
見
限
る
勢
力
が
強
く
な

り
、
こ
の
動
き
は
、
慶
応
三（
一
八
六
七
）
年

十
二
月
、
幕
府
の
倒
壊
と
維
新
政
府
の
成
立

に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
幕
長
戦

争
は
、「
近
代
日
本
の
夜
明
け
」
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。

幕
長
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
直
接
の
目
的

は
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
の
禁
門
の
変※

１

を
起
こ
し
た
長
州
藩
の
責
任
を
追
及
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
こ
の
対
立
は
、
さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
れ
ば
、
対
外
方
針
を
め
ぐ
る
両
者
の
考

え
方
の
違
い
に
あ
っ
た
。

幕
府
は
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
ペ

リ
ー
来
航
以
降
の
西
洋
列
強
に
よ
る
圧
力
に

対
し
て
、
戦
っ
て
も
負
け
る
と
し
て
、
言
わ

れ
る
ま
ま
に
不
平
等
な
条
約
を
結
ん
だ
。
そ

れ
に
対
し
て
長
州
藩
は
、
そ
れ
で
は
主
権
国

家
と
し
て
の
独
立
が
保
て
な
い
と
し
て
、
ま

ず
対
抗
し
て
、
そ
の
上
で
主
体
的
に
条
約
を

結
ぶ
べ
き
だ
と
批
判
し
た
。
十
九
世
紀
は
、

文
明
国
が
半
文
明
国
を
植
民
地
化
す
る
の
は

合
法
と
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
半
文

明
国
と
位
置
付
け
ら
れ
た
日
本
は
、

西
洋
列
強
に
抵
抗
し
な
い
場
合
、
容

易
に
植
民
地
に
さ
れ
る
危
険
性
が

あ
っ
た
。
こ
の
対
外
方
針
の
違
い

は
、
明
治
維
新
の
根
本
的
な
対
立

軸
で
あ
っ
た
。

幕
府
は
、
自
己
の
政
策
を
批
判
す

る
長
州
藩
を
中
央
の
政
治
か
ら
追
放

し
た
。
長
州
藩
は
、
政
治
的
復
権
を

嘆
願
す
る
た
め
上
京
し
、
こ
れ
が
禁

門
の
変
に
つ
な
が
っ
た
。

幕
長
戦
争
へ
の
過
程

元
治
元
年
、
幕
府
は
長
州
藩
を
攻

撃
す
る
た
め
、
全
国
三
十
五
藩
に
長

州
へ
の
出
兵
を
命
じ
た
。
諸
藩
の
軍

は
広
島
、
小こ

倉く
ら
、
石い
わ

見み

国（
現・島
根
県
西
部
）

に
出
兵
し
、
威
圧
を
加
え
た
。
こ
れ
に
対
し

て
長
州
藩
内
で
は
、
幕
府
に
ひ
た
す
ら
謝
罪

し
て
許
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
保
守
派
勢
力

が
台
頭
し
、
禁
門
の
変
を
起
こ
し
た
三
人
の

家
老
を
切
腹
さ
せ
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、

降
伏
条
件
を
受
け
入
れ
た
。
幕
府
か
ら
指
揮

権
を
与
え
ら
れ
た
徳
川
慶よ
し

勝か
つ
は
そ
れ
を
認
め
、

諸
藩
の
軍
は
戦
う
こ
と
な
く
撤
兵
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
長
州
藩
内
で
は
、
高
杉
晋
作

な
ど
幕
府
に
対
抗
す
べ
き
だ
と
す
る
勢
力
が

決
起
し
、
保
守
派
勢
力
を
打
ち
破
っ
た
。
こ
れ

に
よ
り
元
治
二（
一
八
六
五
）年
三
月
、
長
州

に
効
果
的
に
配
備
し
、
組
織
的
な
応
戦
を
開

始
し
た
。

十
四
日
夜
、
長
州
軍
は
周
防
大
島
対
岸
か

ら
出
帆
し
、
十
五
日
暁
に
周
防
大
島
へ
着
船

し
た
。
直
ち
に
隊
を
整
え
、進
撃
を
開
始
し
た
。

大
島
西
部
は
、
六
百
メ
ー
ト
ル
級
の
山
が
連

な
り
、
山
岳
戦
を
中
心
と
し
て
激
戦
が
展
開

さ
れ
た
。
長
州
軍
は
、
第
二
奇
兵
隊※

２

な
ど
の

諸
隊
は
も
と
よ
り
、
家
臣
団
の
軍
隊
も
含
め

て
全
て
西
洋
式
軍
隊
に
編
制
替
え
し
、
西
洋

式
戦
法
に
習
熟
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
少
な

い
人
数
で
も
、
戦
闘
を
有
利
に
進
め
ら
れ
た
。

十
七
日
、
長
州
軍
は
、
周
防
大
島
北
側

の
久く

賀か

村
に
い
る
幕
府
軍
を
攻
撃
し
、
幕
府

軍
は
軍
艦
へ
乗
り
移
っ
た
。
二
十
日
、
幕
府

の
船
は
残
ら
ず
広
島
方
面
を
目
指
し
て
退
去

し
、
大
島
口
の
戦
い
は
終
結
し
た
。

芸
州
口
の
戦
い

芸げ
い

州し
ゅ
う

口
の
戦
い
で
は
、
現
在
の
広
島
県
西

部
を
戦
場
と
し
て
、
幕
長
戦
争
の
中
で
も
最

も
激
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
征
長
軍
（
幕
府
軍

と
諸
藩
の
軍
か
ら
な
る
）
は
、
幕
府
陸
軍
や

西
洋
式
の
和
歌
山
藩
軍
な
ど
の
精
鋭
部
隊
に

加
え
、
最
新
の
大
型
蒸
気
軍
艦
を
配
備
す
る

な
ど
強
力
で
あ
っ
た
。
長
州
軍
も
ほ
か
の
三

方
面
の
二
倍
に
当
た
る
二
千
人
余
り
の
兵
を

投
入
し
た
。

六
月
十
四
日
午
前
二
時
、
先
鋒
の
越
後

高
田
藩
軍
は
、
藩
境
の
小お

瀬ぜ

川が
わ

対
岸
の
岩
国

藩
領
和わ

木き

村
を
目
当
て
に
大
砲
を
撃
ち
出
し

た
。
高
田
藩
軍
の
先
制
砲
撃
に
よ
っ
て
、
芸

州
口
の
戦
い
は
開
戦
し
た
。

朝
に
な
る
と
、
西
側
の
彦
根
藩
軍
か
ら
も

砲
撃
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
長
州
軍

も
砲
撃
で
応
じ
た
。

長
州
軍
は
、
素
早
く
大
竹
村
の
山
側
に
回

り
込
み
、
上
か
ら
大
砲
・
小
銃
を
撃
ち
お
ろ

し
た
。
高
田
藩
軍
と
彦
根
藩
軍
は
、
正
面
、

西
側
面
、
背
面
の
三
方
を
遮
ら
れ
た
た
め
、

窮
地
に
陥
り
、
広
島
方
面
へ
退
却
し
た
。

長
州
軍
は
、
散さ

ん

兵ぺ
い

戦
術
を
駆
使
し
た
。
こ

の
戦
術
は
、
兵
士
を
広
く
散
ら
ば
ら
せ
て
行

う
戦
術
で
あ
り
、
少
数
の
兵
で
多
数
の
兵
に

立
ち
向
か
う
場
合
に
有
効
で
あ
る
。
一
方
で
、

兵
士
が
広
く
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
で
指
揮
官

の
命
令
が
行
き
届
か
ず
、
兵
士
各
自
が
自
分

で
判
断
し
て
行
動
す
る
自
発
性
が
要
求
さ
れ

た
。
長
州
軍
は
、
日
頃
の
訓
練
で
、
兵
士
の

自
発
性
と
独
立
心
を
養
う
こ
と
を
目
指
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
そ
れ
ま
で
の
軍
に
は
な
い
ス

ピ
ー
ド
で
動
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

封
建
制
軍
隊
は
、
階
層
の
縛
り
が
強
く
、

指
揮
官
の
命
令
通
り
動
く
た
め
、
密
集
戦
法

し
か
使
え
な
か
っ
た
。
散
兵
戦
術
は
、
ア
メ

リ
カ
独
立
戦
争
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
新
し
い
戦
法
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
植
民
地

広
島
大
学 

名
誉
教
授  
三
宅 

紹
宣

幕長戦争の概略図（慶応2年）　出典：『幕長戦争』（吉川弘文館、2013年）

特
集

奇兵隊
報国隊
長州海軍

小倉口の戦い
6月17日開戦

長州軍

1,000人

17,000人

1,000人

2,000人 25,000人

2,800人1,400人

8,500人

征長軍

6月7日開戦

6月16日開戦

6月14日開戦

石州口の戦い

大島口の戦い

芸州口の戦い

南園隊
精鋭隊
清末藩軍

遊撃隊
衝撃隊
御楯隊
膺懲隊
鴻城隊
集義隊
岩国藩軍

第二奇兵隊 浩武隊

小倉藩軍　幕府陸軍
熊本藩軍　幕府海軍

浜田藩軍
福山藩軍
和歌山藩軍
松江藩軍
鳥取藩軍

幕府陸軍
幕府海軍
彦根藩軍
高田藩軍
和歌山藩軍
大垣藩軍

征長軍先鋒総督
徳川茂承

幕府陸軍
幕府海軍
松山藩軍
大垣藩軍

小
倉

下関
長府
吉田

三田尻

山口

萩

津和野

益田

浜田

広島

岩国

豊前

長 門
周 防

石 見

安 芸

ペ
リ
ー
来
航
後
、
西
洋
列
強
の
圧
力
に
屈
し
て
開
国
に
応
じ
た
幕
府
に
対
し
、
不

満
を
抱
い
た
人
々
の
間
で
尊
王
攘
夷
運
動
が
巻
き
起
こ
る
。
幕
長
戦
争
で
敗
北
し

た
幕
府
は
権
威
を
失
い
、
長
州
藩
と
薩
摩
藩
は
討
幕
運
動
を
進
め
、
や
が
て
大
政

奉
還
、
王
政
復
古
の
大
号
令
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
人
数
で
劣
る
長
州
藩
は
な

ぜ
勝
っ
た
の
か
。
中
国
地
域
が
舞
台
と
な
っ
た
幕
長
戦
争
の
足
跡
を
追
う
。

※1 禁門の変…元治元年、勢力回復を図る長州藩が京都に出兵し、会津・薩摩などの藩兵と戦って敗れた事件※2 第二奇兵隊…周東地方の有志を中心に編制された部隊。第二奇兵隊を含むこうした部隊は諸隊と呼ばれ、総数は400を超えたという

6月7日

6月15日6月15日

6月8日

6月8日

6月9日
6月11日

6月17日

6月7日
6月8日
6月11日

6月17日退却

6月
16日

日付は戦闘月日
長州軍
征長軍

遠崎

宮島方面
前島

久賀

普門寺峠
普門寺

清水峠

甲山
安下庄

外入

日前
浮島 伊保田

油宇浦

妙円寺卍

卍

室津
上関 千葉崎

小松開作

周防大島

屋代
西蓮寺

伊
保
庄

三
蒲

宗
光

碇
峠

笛
吹
峠

源
明
峠

大
野
毛
利

熊
 毛
  半
   島

笠佐島

周防大島町の西蓮寺にあ
る「四境之役大島口本陣
碑」　写真提供：三宅紹宣

藩主の毛利敬親は幕末に藩庁を萩から山口へ移した。
藩庁は政事堂とも呼ばれ、現在の県庁が立つ敷地にはそ
の門が残る　写真提供：一般社団法人山口県観光連盟

大島口の戦い要図　出典：『幕長戦争』（吉川弘文館、2013年）

散兵戦術の教科書である『長門練兵場蔵板　
活版散兵教練書』の散兵前方展開。1分間に
180歩のスピードで前に進みながら、広く散
らばっていく　山口県立山口図書館蔵

広島県大竹市小方の西念寺には、芸
州口の戦いの砲撃で折れた肘木（ひ
じき）が残る　写真提供：三宅紹宣

芸州口の戦い要図　出典：『幕長戦争』（吉川弘文館、2013年）

6月14日

日付は戦闘月日
長州軍
征長軍

6月19日
6月25日

8月2日
8月7日

7月28日

6月20日浅原

広島

草津

小瀬

新湊

今津川

小瀬川 四十八坂

中山峠

和木

大竹
小方 宮島

西国街道

津和野街道

廿
日
市

明石
宮内

津田

友田

地御前
大野

岩国
関戸

亀尾川

釡
ヶ
原

太
田
川

松
ヶ
原

多
田

玖
波

五
日
市周

　防 安　芸

藩校明倫館、松下村塾で学び、改革派
の中心となった高杉晋作。幕長戦争
では小倉口の戦いで指揮を執ったが、
慶応3年に病死した　写真提供：国立
国会図書館デジタルコレクション
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の
人
た
ち
は
、
自
発
的
に
軍
に
加
わ
り
、
自

在
に
動
い
て
、
装
備
は
立
派
だ
け
れ
ど
も
動

き
の
鈍
い
イ
ギ
リ
ス
正
規
軍
を
攻
撃
し
た
。

散
兵
戦
術
を
採
用
す
る
た
め
に
は
、
兵
士
の

意
識
を
改
革
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
農
民・

町
人
も
含
む
有
志
が
志
願
し
て
編
制
し
た
士

気
の
高
い
奇
兵
隊
な
ど
の
諸
隊
に
お
い
て
、

初
め
て
実
行
可
能
な
戦
術
だ
っ
た
。

長
州
軍
は
、
さ
ら
に
北
の
大
野
村
を
攻
撃

し
た
。
や
が
て
大
野
村
は
長
州
軍
が
占
領
し

た
。
し
か
し
征
長
軍
も
反
撃
を
開
始
し
、
七

月
二
十
八
日
、
大
野
村
へ
向
け
て
進
発
し
、

激
戦
が
行
わ
れ
た
。
三
十
日
、
征
長
軍
の
攻

撃
に
よ
り
、
大
野
村
は
再
び
征
長
軍
の
支
配

下
に
入
っ
た
。
八
月
二
日
、
征
長
軍
は
さ
ら

に
大
野
村
か
ら
進
撃
し
、
幕
府
軍
艦
は
、
玖く

波ば

、
小お

方が
た
村
を
砲
撃
し
た
。

八
月
七
日
、
長
州
軍
は
、
大
野
村
と
そ
こ

か
ら
北
の
宮
内
村
に
屯
集
し
て
い
る
征
長
軍

を
攻
撃
し
た
。
宮
内
村
の
征
長
軍
は
、
油
断

し
て
い
た
た
め
十
分
な
応
戦
が
で
き
ず
、
敗

走
し
た
。
大
野
村
の
征
長
軍
は
、
長
州
軍
に

よ
っ
て
背
後
を
切
断
さ
れ
る
形
と
な
り
、
危

険
を
感
じ
て
、
九
日
に
こ
と
ご
と
く
広
島
城

下
へ
撤
退
し
た
。

七
月
二
十
日
、
将
軍
徳
川
家
茂
が
大
坂
城

で
死
去
し
た
。
そ
の
後
、
徳
川
家
を
相
続
し

た
徳
川
慶よ

し

喜の
ぶ

は
、
自
ら
出
陣
し
て
長
州
藩
を

討
つ
こ
と
に
強
い
意
欲
を
み
せ
た
。
し
か
し
、

苦
戦
が
続
い
て
い
る
の
を
聞
い
て
突
然
辞
退

を
申
し
出
、
出
陣
は
中

止
さ
れ
た
。

慶
喜
は
、
軍
艦
奉
行

勝
海
舟
に
命
じ
、
長
州

藩
と
の
止
戦
交
渉
を
図

ら
せ
た
。
九
月
二
日
、

勝
は
厳
島
の
大
願
寺
に

お
い
て
長
州
藩
代
表
と

会
談
し
、
休
戦
が
締
結

さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け

て
九
月
四
日
、
芸
州
口
、
石せ

き

州し
ゅ
う

口
の
征
長
軍

に
兵
を
解
く
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
諸
藩
の
軍

は
次
々
と
広
島
を
離
れ
た
。

石
州
口
の
戦
い

六
月
十
六
日
、
長
州
軍
は
浜
田
藩
領
益
田

を
攻
撃
し
、
こ
こ
を
守
備
す
る
福
山
藩
軍
・

浜
田
藩
軍
と
交
戦
し
た
。
十
七
日
、
長
州
軍

は
、
本
格
的
に
益
田
へ
進
軍
し
た
。
激
戦
が

展
開
さ
れ
た
が
、
午
後
三
時
ご
ろ
に
至
り
、

福
山
藩
軍
・
浜
田
藩
軍
は
退
却
し
、
代
わ
っ

て
長
州
軍
が
益
田
に
入
っ
た
。

長
州
軍
は
、
こ
こ
で
も
散
兵
戦
術
を
駆
使

し
た
。
対
戦
し
た
福
山
藩
士
は
、「
長
州
軍

は
広
く
散
ら
ば
る
こ
と
に
よ
り
、
少
な
い
人

数
で
も
多
人
数
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。

こ
れ
ま
で
の
密
集
隊
と
は
ス
ピ
ー
ド
が
全
く

違
い
、
見
た
こ
と
も
な
い
速
さ
で
あ
る
」
と
驚

き
を
も
っ
て
記
述
し
て
い
る
。

益
田
を
退
却
し
た
征
長
軍
は
、
城
下
町
浜

田
の
南
西
に
浜
田
藩
軍
、
和
歌
山
藩
軍
、
福

山
藩
軍
、
松
江
藩
軍
、
鳥
取
藩（
因
州
藩
）軍

を
配
置
し
て
、
陣
容
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
。

し
か
し
、
七
月
十
六
日
、
長
州
軍
は
そ
の
防

備
陣
を
打
ち
破
っ
て
進
撃
し
、
征
長
軍
は
浜

田
城
下
に
総
退
却
し
た
。

十
八
日
、
浜
田
藩
主
が
浜
田
城
を
退
去
し

た
こ
と
を
知
っ
た
諸
藩
の
軍
は
、
浜
田
か
ら

撤
退
し
て
い
っ
た
。
浜
田
藩
は
単
独
で
の
防

戦
は
困
難
と
な
り
、
自
ら
城
を
焼
き
、
浜
田

か
ら
退
去
し
た
。

小
倉
口
の
戦
い

六
月
十
七
日
朝
、
長
州
藩
海
軍
は
、
関
門

海
峡
対
岸
の
小
倉
藩
軍
を
め
が
け
て
砲
撃
し

た
。
次
い
で
奇
兵
隊
な
ど
が
上
陸
し
、
小
倉

藩
軍
と
交
戦
し
、
敗
退
さ
せ
た
。

長
州
軍
は
、
小
倉
口
の
戦
い
で
も
散
兵
戦

術
を
駆
使
し
た
。
軍
艦
を
率
い
て
長
州
軍
に

加
わ
っ
た
坂
本
龍
馬
は
、
散
兵
戦
術
の
有
効

性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

七
月
三
日
、
長
州
軍
は
対
岸
の
大だ

い

里り

を
攻

撃
し
、
小
倉
藩
軍
は
敗
走
し
た
。

七
月
二
十
七
日
、
長
州
軍
は
小
倉
城
下
町

に
入
る
要
衝
の
地
で
あ
る
赤
坂
を
攻
撃
し
た
。

守
備
す
る
熊
本
藩
軍
は
、
高
地
に
砲
台
を
築

き
、
地
形
の
有
利
な
こ
と
を
利
用
し
、
大
勢

で
防
ぐ
た
め
容
易
に
攻
め
落
と
せ
な
か
っ

た
。
長
州
軍
は
、
不
利
な
地
形
の
中
で
無
理

な
力
攻
め
を
し
た
た
め
、
多
大
な
戦
傷
者
を

出
し
た
。
し
か
し
戦
意
は
衰
え
な
か
っ
た
。

三
十
日
、
熊
本
藩
軍
は
突
然
防
備
し
て
い

る
場
所
か
ら
の
引
き
揚
げ
を
開
始
し
た
。
熊

本
藩
の
み
で
の
単
独
戦
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ

た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
征
長
軍
の
総
指
揮

者
は
、
小
倉
の
陣
営
を
脱
出
し
、
諸
藩
軍
も

次
々
に
撤
退
の
動
き
を
開
始
し
た
。

小
倉
藩
は
、
孤
立
状
況
と
な
っ
た
の
で
、

一
旦
小
倉
城
下
を
退
い
て
、
内
陸
部
に
移
っ

て
抗
戦
す
る
こ
と
に
決
し
た
。
八
月
一
日
、

小
倉
藩
は
、
小
倉
城
に
火
を
放
ち
、
そ
の
中

を
南
に
向
か
っ
た
。
以
後
、
小
倉
藩
は
、
防

備
を
固
め
、
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
し
た
。
九
月
、

芸
州
口
・
石
州
口
方
面
で
は
兵
を
解
く
命
令

が
出
た
が
、
小
倉
藩
は
抗
戦
を
続
け
た
。
し

か
し
徐
々
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
。
小
倉
藩
は

休
戦
を
申
し
出
、
慶
応
三
年
一
月
二
十
三
日
、

長
州
藩
と
小
倉
藩
と
の
和
議
が
成
立
し
た
。

同
日
、
幕
府
か
ら
兵
を
解
く
命
令
が
発
せ

ら
れ
、
幕
長
戦
争
は
終
結
し
た
。

長
州
藩
が
幕
府
・
諸
藩
の

大
軍
に
勝
利
し
た
要
因

幕
長
戦
争
は
、
西
洋
式
兵
器
を
そ
ろ
え
た

長
州
藩
が
、
旧
式
兵
器
の
ま
ま
の
幕
府
・
諸

藩
の
軍
を
破
っ
た
と
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
戦
争
の
過
程
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、

幕
府
陸
軍
や
和
歌
山
藩
軍
の
西
洋
式
兵
器
は
、

長
州
藩
の
兵
器
と
互
角
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、

と
り
わ
け
海
軍
力
に
お
い
て
は
、
幕
府
海
軍

は
、
当
時
最
新
鋭
の
大
型
蒸
気
軍
艦
を
そ
ろ

え
て
お
り
、
長
州
藩
海
軍
を
圧
倒
し
て
い
た
。

し
か
る
に
な
ぜ
長
州
藩
は
勝
利
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
長
州
軍
が
散
兵

戦
術
な
ど
西
洋
式
戦
法
に
習
熟
し
、
そ
れ
を

十
分
に
使
い
こ
な
し
た
と
い
う
点
、
つ
ま
り

封
建
的
な
階
層
を
改
編
す
る
こ
と
に
よ
り
新

し
い
軍
を
作
り
、
実
力
主
義
を
貫
く
こ
と
に

よ
り
兵
士
の
活
力
・
自
発
性
を
引
き
出
し
た

こ
と
に
あ
る
。

戦
い
方
の
違
い
に
両
者
の
性
格
の
差
が
明

確
に
表
れ
て
お
り
、
近
代
国
家
を
目
指
す
長

州
藩
が
、
封
建
体
制
の
維
持
を
図
る
幕
府
・

諸
藩
を
破
っ
た
の
が
幕
長
戦
争
と
い
え
る
。

戦
争
後
の
諸
藩

幕
長
戦
争
は
、
戦
争
後
の
諸
藩
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
明
治
元
（
一
八
六
八
）

年
を
迎
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
明
治
維
新
が
あ
っ
た
。

戦
場
と
な
っ
た
広
島
藩
は
、
後
方
警
備
に

回
っ
た
た
め
、
直
接
長
州
藩
と
交
戦
す
る
こ

と
な
く
、
戦
後
は
長
州
藩
と
接
近
し
て
い
く

動
き
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
や
が
て
薩
摩
・
長

州
・
広
島
藩
が
協
力
し
て
出
兵
す
る
同
盟

と
な
り
、
討
幕
運
動
の
一
翼
を
担
う
こ
と
と

な
っ
た
。

城
を
自
ら
焼
い
て
撤
退
し
た
浜
田
藩
の
藩

主
と
家
臣
八
百
余
人
は
、
松
江
藩
を
頼
っ
て

松
江
に
身
を
寄
せ
た
。
慶
応
三
年
に
幕
府
は
、

離
れ
た
領
地
で
あ
っ
た
美み

ま
さ
か作
国
の
鶴た
ず

田た

に
領

地
を
移
さ
せ
た
。
明
治
元
年
に
は
、
維
新
政

府
か
ら
美
作
国
内
に
二
万
七
千
石
余
り
が
預

け
ら
れ
、
そ
の
年
貢
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
つ
い
に
浜
田
に
帰
る
こ
と
な
く
、
明
治

四
（
一
八
七
一
）
年
の
廃
藩
置
県
を
迎
え
た
。

鳥
取
藩
、
岡
山
藩
は
、
尊
王
を
尊
重
し
つ

つ
、
一
方
で
幕
府
寄
り
と
い
う
複
雑
な
立
場

を
と
っ
た
が
、
早
い
段
階
で
維
新
政
府
側
に

つ
い
た
。

松
江
藩
、
福
山
藩
は
、
幕
府
寄
り
の
立
場

を
続
け
た
が
、
維
新
政
府
の
圧
力
に
よ
っ
て

維
新
政
府
側
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

幕
長
戦
争
は
、
各
藩
に
お
い
て
も
軍
の
出

陣
や
参
戦
、
従
軍
す
る
農
民
の
動
員
な
ど
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
戦
後
の
各
藩
は
さ
ま

ざ
ま
な
政
治
方
針
を
と
っ
た
が
、
慶
応
三
年

十
二
月
に
幕
府
は
倒
れ
、
明
治
元
年
九
月
に

は
全
て
の
地
域
（
た
だ
し
北
海
道
は
ま
だ
）

が
維
新
政
府
側
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

幕
末
以
来
、
幕
府
を
批
判
し
て
き
た
勢
力

は
、
独
立
を
保
つ
た
め
の
強
力
な
国
家
の
建

設
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
国
の

中
に
小
さ
な
政
府
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
な

藩
は
な
く
す
べ
き
だ
と
考
え
、
明
治
四
年
に

廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
藩
は

消
滅
し
、
中
央
集
権
の
近
代
国
家
の
体
制
が

成
立
し
た
の
で
あ
る
。

幕
長
戦
争
か
ら
学
べ
る
こ
と

幕
長
戦
争
は
、
小
さ
な
勢
力
の
方
が
大
軍

を
破
っ
た
。
物
量
に
勝
る
方
が
勝
利
す
る
の

が
通
常
で
あ
る
歴
史
上
で
は
、
極
め
て
稀
な

戦
争
で
あ
る
。
長
州
藩
は
大
軍
を
迎
え
撃
つ

た
め
に
、
最
大
限
の
工
夫
と
努
力
を
行
っ
た
。

最
も
注
目
さ
れ
る
点
は
、
封
建
的
な
階
層
に

ま
で
踏
み
込
ん
で
改
革
を
徹
底
し
、
農
民
、

町
民
な
ど
も
含
む
全
て
の
人
々
の
活
力
を
引
き

出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
で
は
、
武

士
の
既
得
権
益
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
が
、
藩
を
挙
げ
て
協
力
し
、
や
り
き
っ
た
。

ど
ん
な
組
織
で
も
、
そ
の
中
に
い
る
人
々

の
活
力
が
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
強
く
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
現
在
に
も
通
じ
る
鉄
則
で
あ
ろ

う
。
幕
長
戦
争
で
実
際
に
展
開
さ
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
を
振
り
返
る
と
、
そ
の
鉄
則
を

実
感
で
き
る
。
こ
れ
は
、
実
験
を
積
み
重
ね

て
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、

振
り
返
る
意
義
は
大
き
い
。

ま
た
、
幕
長
戦
争
は
、
各
藩
、
各
地
域

に
多
様
な
影
響
を
与
え
た
。
幕
府
を
支
持
し

た
藩
は
、
そ
の
方
が
藩
の
た
め
に
は
安
全
だ

と
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
近
代
に

向
か
っ
て
い
る
と
い
う
動
き
が
読
め
て
い
な

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
近
代
国
家
に
な
っ
て
も

一
挙
に
民
主
主
義
社
会
が
で
き
あ
が
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
多
く
の
陰
の
面
が
あ
っ
た
こ

と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
そ
の
面
も
含

め
、
各
地
域
の
歴
史
を
振
り
返
り
学
ぶ
こ
と

は
、
未
来
を
考
え
る
人
々
に
示
唆
を
与
え
る

で
あ
ろ
う
。

pro f i l e

三宅 紹宣〈みやけ・つぐのぶ〉

1949年広島県生まれ。山口県立山口博物館、
宇部工業高等専門学校、広島大学大学院教
授を経て、2015年に同大学名誉教授。博士

（文学）。山口県史編さん委員会委員。著書に
『幕末・維新期長州藩の政治構造』（校倉書房）、
『幕長戦争』（吉川弘文館）など。NHK大河
ドラマ『花燃ゆ』の時代考証を担当。

征長軍が立てこもった島根県益田市の万福寺に残る弾痕　
写真提供：三宅紹宣

石州口の戦い要図　出典：『幕長戦争』（吉川弘文館、2013年）

小倉口の戦い要図　出典：『幕長戦争』（吉川弘文館、2013年）
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備
後
地
方
で
繊
維
産
業
が

な
ぜ
発
展
し
た
の
か

幕
末
に
生
ま
れ
た
備
後
絣か

す
り

備
後
地
方（
現
在
の
福
山
市
を
中
心
と
す

る
広
島
県
東
部
）は
、
江
戸
時
代
末
期
に
綿
織

物
産
地
と
し
て
頭
角
を
現
し
、
昭
和
初
期
に

織
物
か
ら
縫
製
品
の
産
地
へ
と
変
貌
し
て
い

き
、
中
国
な
ど
か
ら
の
低
廉
な
製
品
の
輸
入

に
よ
り
深
刻
な
打
撃
を
受
け
る
よ
う
に
な
る

近
年
ま
で
は
、
全
国
で
も
有
数
の
縫
製
品
の

産
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
で
繊
維
産
業
が

息
の
長
い
発
展
を
遂
げ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。
備
後
の
織
物
業
と
縫
製
業
の
歩
み

を
振
り
返
っ
て
、
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
。

備
後
で
は
江
戸
時
代
に
織
物
業
の
基
礎
が

築
か
れ
た
。
こ
の
地
域
は
、
気
候
が
温
暖
で
土

地
も
肥
沃
で
あ
っ
た
上
、
元
和
八（
一
六
二
二
）

年
に
福
山
城
を
築
い
た
大
名
、
水
野
勝か

つ

成な
り

の

施
策
も
与あ

ず
か

っ
て
綿
作
が
広
範
に
展
開
し
た
。

農
民
は
、
綿
の
実
が
熟
成
し
た
綿
花
か
ら
種
を

除
い
て
繰く

り

綿わ
た
に
し
、
糸
車
を
使
っ
て
繰
綿
か
ら

綿
糸
を
紡
ぎ
、
織し
ょ
っ機き

に
そ
の
糸
を
そ
ろ
え
て
織

物
を
織
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
綿
布

を
当
初
は
自
給
用
衣
料
の
材
料
と
し
て
い
た

が
、
や
が
て
作
ら
れ
た
綿
布
を
買
い
集
め
る

商
人
が
登
場
し
、
近
隣
か
ら
西
日
本
一
帯
に

綿
布
を
売
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
神か
ん

辺な
べ

に
は
本
陣（
江
戸
時
代
に
大
名
や
旗
本
な
ど
が

泊
ま
っ
た
宿
場
の
宿
泊
施
設
）
が
置
か
れ
、
し

ば
し
ば
訪
れ
る
参
勤
交
代
の
大
名
一
行
の
荷

物
持
ち
の
人
ら
に
縞し

ま

織お
り

物も
の

が
よ
く
売
れ
た
と

言
わ
れ
、
ま
た
福
山
の
古
着
も
船
に
よ
っ
て
東

北
や
九
州
に
ま
で
販
売
さ
れ
た
。
さ
ら
に
幕

末
に
は
、
現
在
の
府
中
市
で
富と
み

田た

久き
ゅ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

が

新
種
の
絣
を
発
明
し
、
後
に
備
後
絣
と
し
て

有
名
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
の
繊
維

産
業
が
本
格
的
に
発
展
し
て
い
く
の
は
、
明

治
期
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

明
治
期
に
始
ま
っ
た
工
業
化

農
村
工
業
の
ま
ま
発
展
し
た

備
後
地
方

明
治
期
半
ば
に
全
国
的
に
始
ま
っ
た
工
業

化
（
人
力
以
外
の
水
力
や
蒸
気
力
、
後
に
は

電
力
に
よ
り
動
か
さ
れ
る
機
械
を
備
え
た
工

場
で
行
わ
れ
る
モ
ノ
づ
く
り
が
経
済
発
展
を

牽
引
す
る
こ
と
）
は
備
後
地
方
に
も
及
び
、

水み

呑の
み

村
な
ど
南
部
で
は
、
力り
き

織し
ょ
っ

機き

を
据
え
た

中
小
工
場
が
設
立
さ
れ
、
ド
イ
ツ
な
ど
か
ら

輸
入
し
た
硫
化
染
料
も
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
南
部
は
後
の
大
正
・
昭
和
初
期
に
備
後

の
発
展
を
推
進
す
る
一
地
域
と
な
る
が
、
新し

ん

市い
ち

町
な
ど
の
備
後
北
部
で
は
、
工
場
制
は
広

ま
ら
ず
、
問
屋
制
家
内
工
業※

１

が
第
二
次
世
界

大
戦
後
ま
で
生
き
延
び
た
。
備
後
は
、
農
村

工
業
と
し
て
の
色
彩
を
色
濃
く
保
ち
な
が
ら

発
展
す
る
と
い
う
、
全
国
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な

織
物
産
地
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
明
治
期
の
備
後
織
物
業
は
常
に

順
調
な
発
展
が
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
現

在
で
は
衣
類
の
ほ
と
ん
ど
は
既
製
服
で
、
そ

の
大
部
分
は
数
年
で
使
い
捨
て
ら
れ
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
戦
前
は
も
ち
ろ
ん
敗
戦
後
約

十
年
間
ま
で
の
生
活
水
準
が
低
か
っ
た
時
代

に
は
、
衣
類
は
今
の
家
電
製
品
と
同
じ
く
簡

単
に
は
捨
て
ら
れ
ず
、
繰
り
返
し
大
切
に
使

わ
れ
る
耐
久
消
費
財
だ
っ
た
。
明
治
二
十
年

代
の
よ
う
な
好
況
期
に
は
人
々
は
財
布
の
紐

を
緩
め
て
美
麗
な
衣
類
を
競
っ
て
購
入
し
た

も
の
の
、
明
治
三
十
年
前
後
の
よ
う
に
不
況

が
ひ
と
た
び
到
来
す
る
と
、
す
ぐ
に
購
入
を

控
え
た
。
そ
の
た
め
戦
前
の
不
況
期
に
は
国

内
向
け
の
織
物
が
ま
っ
た
く
売
れ
な
い
状
態

が
し
ば
し
ば
生
じ
、
し
か
も
長
引
い
た
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
苦
難
に
た
び
た
び
直
面

し
な
が
ら
備
後
の
産
地
問
屋
は
明
治
期
に
全

国
を
股
に
か
け
た
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
代

表
的
な
問
屋
の
佐
々
木
商
店
は
、
明
治
末

（
一
九
一
二
）
年
ご
ろ
に
は
行
商
活
動
を
通

じ
て
、
山
陽
、
山
陰
、
四
国
を
中
心
と
し
な

が
ら
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
福
岡
県
ま
で
、

さ
ら
に
は
朝
鮮
半
島
に
至
る
広
大
な
販
売

ル
ー
ト
を
持
ち
、
縞し

ま

木も

綿め
ん
、
紺こ
ん

木も

綿め
ん
、
絣
を

各
地
の
農
村
に
販
売
し
て
い
た
。

大
正
バ
ブ
ル
と
軍
服
需
要

第
一
次
世
界
大
戦
は
、大
正
バ
ブ
ル
と
も
呼
ば

れ
る
好
況
を
も
た
ら
し
、
備
後
の
織
物
業
も
そ

の
恩
恵
に
浴
し
た
。戦
後
の
大
正
九（一
九
二
〇
）

年
以
降
、不
況
が
慢
性
化
し
た
も
の
の
、主
に

地
方
の
農
村
で
消
費
さ
れ
て
い
た
備
後
織
物

は
、大
正
末
年（
一
九
二
〇
年
代
半
ば
）ま
で

続
い
た
全
国
農
村
の
高
賃
金
に
支
え
ら
れ
て
、

他
産
地
の
苦
境
を
よ
そ
に
繁
栄
し
続
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
二（
一
九
二
七
）年
の
金

融
恐
慌
以
後
三
十
年
代
初
頭
の
昭
和
恐
慌
ま

で
、
備
後
で
作
ら
れ
る
伝
統
的
な
紺
・
縞
・

絣
の
各
綿
織
物
の
日
本
国
内
で
の
売
れ
行
き

は
甚
だ
振
る
わ
な
く
な
っ
た
。

昭
和
初
期
の
不
況
に
対
し
て
、
ま
ず
力
織

機
工
場
化
を
達
成
し
た
備
後
南
部
で
は
機は

た

屋や

（
機
を
織
る
職
業
）
の
団
体
で
あ
る
工
業
組

合
が
県
立
の
工
業
試
験
場
と
組
ん
で
、
当
時

普
及
し
始
め
て
い
た
人じ

ん

絹け
ん

と
綿
糸
の
双
方
を

用
い
た
交こ
う

織し
ょ
く

物ぶ
つ

、
さ
ら
に
は
人
絹
織
物
を
和

服
用
に
開
発
し
た
。
さ
ら
に
大
阪
や
東
京
の

デ
パ
ー
ト
で
展
示
会
を
開
い
て
も
ら
い
、
そ

の
販
売
に
努
め
成
功
を
収
め
た
。

他
方
、
問
屋
制
家
内
工
業
に
よ
る
絣
製
造

を
中
心
と
し
た
備
後
北
部
で
は
、
機
械
化
が

困
難
と
さ
れ
て
い
た
絣
製
造
用
の
力
織
機
が

一
九
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
開
発
さ
れ
生
産
性

が
高
ま
り
、
絣
の
先
進
地
の
福
岡
県
久
留
米

や
愛
媛
県
伊
予
に
も
伝
播
し
た
。
同
じ
く
北

部
で
は
産
地
問
屋
が
、
従
来
の
織
物
販
売
に

加
え
て
、
ミ
シ
ン
を
備
え
た
新
設
の
小
工
場

を
組
織
し
、
そ
れ
ら
か
ら
買
い
集
め
た
農
村

向
け
の
下
着
や
野
良
着
と
い
っ
た
縫
製
品
を
、

す
で
に
持
っ
て
い
た
織
物
の
全
国
的
行
商
網

に
乗
せ
て
地
方
の
農
村
に
販
売
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
現
在
ア
パ
レ
ル
と
い
え
ば
、
高
級
で

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
既
製
服
を
想
像
し
が
ち

で
あ
る
が
、
日
本
の
ア
パ
レ
ル
は
、
以
前
か
ら

生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
東
京
や

大
阪
の
よ
う
な
大
都
市
を
除
け
ば
、
昭
和
初

期
の
備
後
で
不
況
対
策
と
し
て
の
日
常
的
な

衣
類
の
製
造・販
売
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

備
後
の
縫
製
工
場
は
昭
和
十
二（
一
九
三
七
）

年
の
日
中
戦
争
勃
発
後
、
軍
服
需
要
に
支
え
ら

れ
て
増
加
し
、
特
に
太
平
洋
戦
争
期
に
は
陸
軍

被
服
廠し

ょ
う

広
島
支
廠
の
指
令
に
よ
り
、
多
数
存
在

し
て
い
た
中
小
規
模
の
縫
製
工
場
の
企
業
整

備※
２
が
実
施
さ
れ
た
。
従
来
そ
れ
ら
の
工
場
を
統

轄
し
て
い
た
産
地
問
屋
は
自
由
な
活
動
が
で

き
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
備
後
の
縫
製
業
の
技

術
水
準
は
軍
の
厳
し
い
指
導
の
下
で
大
き
く
向

上
し
、
そ
れ
が
戦
後
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た
。

敗
戦
後
、
備
後
の
織
物
業
と
縫
製
業
は
復
興

し
、
産
地
問
屋
は
再
び
そ
れ
ら
の
組
織
者（
ま

と
め
役
）と
な
り
、
縫
製
業
者
も
企
業
整
備
以

前
の
独
立
的
な
状
態
に
戻
っ
た
者
が
多
か
っ

た
。
そ
し
て
、
備
後
は
労
働
着
を
中
心
と
す
る

日
本
有
数
の
縫
製
基
地
と
な
り
、
特
に
合
成
繊

維
製
造
が
目
覚
ま
し
く
展
開
し
た
高
度
成
長
期

に
産
地
問
屋
は
帝
人
、旭
化
成
、東
レ
、ク
ラ
レ
、

東
洋
紡
な
ど
の
合
繊
大
手
各
社
の
系
列
下
に

入
り
、
好
況
を
享
受
し
た
。
備
後
北
部
で
展

開
し
て
き
た
伝
統
的
織
物
の
う
ち
備
後
絣
も
、

田
植
着
な
ど
と
し
て
昭
和
三
十
五（
一
九
六
〇
）

年
ご
ろ
ま
で
需
要
が
増
加
し
て
い
た
。

社
会
が
変
動
す
る
中
で

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
重
ね
た

備
後
地
方

備
後
繊
維
産
業
の
柱
で
あ
っ
た
織
物
業
と

縫
製
業
の
歩
み
を
概
観
し
た
上
で
、備
後
の
繊

維
産
業
が
発
展
し
た
理
由
を
ま
と
め
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
備
後
の
繊
維
産
業
は
、

明
治
維
新
一
五
０
年
を
考
え
る

特
集

①
綿
作
に
由
来
す
る
織
物
業
の
基
礎
固
め
を

江
戸
時
代
に
終
え
た
上
で
、
②
産
地
問
屋
が
、

明
治
期
に
す
で
に
織
物
の
全
国
的
な
販
路
を

確
立
し
た
。
③
昭
和
初
期
の
不
況
期
に
新
興

の
縫
製
業
の
組
織
化
を
開
始
し
た
産
地
問

屋
は
、
織
物
の
販
売
網
を
基
礎
と
し
て
、
全

国
の
農
村
に
縫
製
品
を
販
売
し
て
い
っ
た
。

④
戦
時
期
に
陸
軍
に
統
轄
さ
れ
た
備
後
縫
製

業
は
、
軍
の
指
導
に
よ
り
技
術
水
準
を
大
き

く
向
上
さ
せ
た
。
⑤
敗
戦
後
、
備
後
の
縫
製

業
と
織
物
業
は
、
内
需
が
急
激
に
拡
大
す
る

中
で
、
そ
れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
製
造
・
販

売
両
面
で
の
力
量
を
発
揮
し
、
特
に
労
働
着

な
ど
の
縫
製
基
地
と
し
て
二
十
世
紀
末
ま
で

息
の
長
い
発
展
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
備

後
の
繊
維
産
業
は
、
こ
の
よ
う
に
明
治
期
以

降
の
政
治
・
経
済
の
変
動
の
中
で
、
ビ
ジ
ネ

ス
チ
ャ
ン
ス
を
見
失
わ
ず
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

国
士
舘
大
学 

教
授  
阿
部 
武
司

江
戸
時
代
末
期
か
ら
綿
織
物
産
地
と
な
っ
た
備
後
地
方
は
、
明
治
に
入
る
と
備
後

絣
で
全
国
に
名
が
広
ま
り
、
繊
維
業
の
一
大
産
地
と
し
て
発
展
す
る
。
明
治
期
以

降
、
備
後
地
方
は
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

1960年代半ばごろの備後地方の地図　
出典：『織物からアパレルへ─備後織物業と
佐々木商店─』（大阪大学出版会、2012年）

備後絣は、江戸時代は唐糸絣、有地絣、谷迫絣など
と呼ばれたが、明治初年から新しく備後絣の名で
全国に出荷されていった　写真提供：広島県

近代移行期に普及した高機（たかばた）（上）
と備後絣の特徴の一つである井桁模様（下）
写真提供：福山市しんいち歴史民俗博物館

※1 問屋制家内工業…綿織物業においては、産地問屋が原料綿糸を農家に渡し、納期になるとそれらから代金と引き換えに綿布を集めた

pro f i l e

阿部 武司〈あべ・たけし〉

東京都出身。国士舘大学教授、大阪大学名誉教授。経済
学博士。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得
退学。専門は近代日本経済史、経営史。特に、産地綿織物
業を中心とした日本綿業の経済史および経営史、大阪を
中心とした関西地域とイギリス・ランカシャー地域の比較
経営史、戦後日本の通商・貿易政策、企業家史などを研究
している。主な著作に『日本における産地綿織物業の展開』

（東京大学出版会）、『Region and Strategy in Britain 
and Japan: Business in Lancashire and Kansai 
1890-1990』（Routledge社）、『近代大阪経済史』『織物
からアパレルへ－備後織物業と佐々木商店－』（以上大阪
大学出版会）、『大原孫三郎　地域創生を果たした社会
事業家の魁』（PHP 研究所）など。

岡
山
県

深安
芦品

芦
田
川

芦田町

新市町

駅家町

加茂町

鞆
町

府中市

松永市 福山市
水呑町

神辺町

仙酔島

尾道市

沼隈

御調

※2 企業整備…国家が諸企業を整理・統合し、再編成すること



13 12− 碧い風 Vol 93 ／ 2018.7 − − 碧い風 Vol 93 ／ 2018.7 −

明
治
教
育
の
継
承
と
変
革

岡
山
大
学
大
学
院 
准
教
授  

梶
井 

一
暁

藩
校
や
私
塾
に
加
え
、
寺
子
屋（
手て

習な
ら
い塾
）が
広
ま
っ
た
江
戸
期
か
ら
明
治
期
に

移
る
と
、
国
民
教
育
を
支
え
る
方
法
と
し
て
、
現
在
の
授
業
形
態
に
近
い
「
一い
っ
せ
い斉

教き
ょ
う
じ
ゅ授」
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
、
教
育
は
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

授
業
の
原
型
―
明
治
と
現
在

現
在
の
学
校
で
の
授
業
形
態
は
、
明
治
初

め
に
形
づ
く
ら
れ
、
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。

史
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
る
と
、
今
と
ほ
ぼ

同
じ
授
業
形
態
を
明
治
期
に
確
認
で
き
る
。

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
発
行
の
師
範
学

校
の
教
授
法
書※

１（
図
１
）
を
見
る
と
、
教
師

が
前
に
立
ち
、
集
団
と
し
て
子
ど
も
に
向
き

合
っ
て
教
え
る
一
斉
教
授
の
方
法
が
図
説
さ

れ
て
い
る
。
一
斉
教
授
は
産
業
革
命
期
の
イ

ギ
リ
ス
で
開
発
さ
れ
、
日
本
へ
は
ア
メ
リ
カ

を
経
由
し
て
導
入
さ
れ
た
。
今
で
は
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
る
一
斉
教
授
で
あ
る
が
、
明

治
期
で
は
最
新
の
方
法
だ
っ
た
。
こ
の
新
し

い
教
授
法
を
実
践
す
る
の
が
、
師
範
学
校
で

養
成
さ
れ
る
教
師
で
あ
っ
た
。

小
学
四
年
の
書
き
方
（
習
字
）
の
授
業
と

思
わ
れ
る
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
の

写
真（
図
２
）
か
ら
は
、
教
師
が
黒
板
で
児

童
に
書
き
方
を
教
え
、
筆
記
を
指
示
し
た

後
、
自
身
は
机き

間か
ん

指
導
に
向
か
っ
た
様
子
が

見
て
と
れ
る
。
児
童
は
み
ん
な
教
科
書
の
同

じ
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
同
じ
箇
所
を
書
こ
う
と

し
て
い
る
。
一
斉
教
授
法

が
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。こ
の
写
真
は
、

東
京
大
学
の
お
雇
い
外
国

人
教
師
で
、
大
森
貝
塚
の

発
見
で
も
知
ら
れ
る
エ
ド

ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
が
、
日

本
滞
在
中
に
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

の
一
枚
で
あ
る
。
モ
ー
ス
が
観
察
す
る
よ
う

に
、
明
治
初
め
に
始
ま
っ
た
一
斉
教
授
は
、

二
十
年
代
に
は
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
現
在
の
授
業（
図
３
）
を
見
て

み
る
。
小
学
三
年
の
国
語
で
あ
る
。
教
室
の

環
境
や
服
装
は
異
な
る
が
、
明
治
期
の
一
斉

教
授
を
基
本
的
に
引
き
継
い
で
い
る
。
今
の

授
業
が
、
明
治
初
め
に
始
ま
っ
た
授
業
の
延

長
線
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

江
戸
の
授
業

そ
の
前
の
江
戸
期
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

十
九
世
紀
初
頭
の
寺
子
屋
の
絵（
図
４
）
か

ら
は
、
師
匠
と
十
一
人
の
寺
子
の
姿
が
見
え

る
。
師
匠
の
近
く
の
二
人
は
読
書
（
素
読
）

の
指
導
を
受
け
る
子
で
、
一
人
は
直
接
指
導

を
受
け
、
も
う
一
人
は
順
番
を
待
っ
て
い
る
。

筆
を
持
つ
他
の
九
人
は
机
に
向
か
い
、
手
習

（
習
字
）
を
行
っ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
「
松

竹
」「
い
ろ
は
」
な
ど
、
個
々
が
異
な
る
文

字
を
書
い
て
い
る
。
入
門
間
も
な
い
子
か
ら

上
級
の
子
ま
で
進
度
の
異
な
る
子
が
、
個
々

の
進
度
に
応
じ
て
異
な
る
手
本
を
師
匠
か
ら

も
ら
い
、
文
字
を
練
習
す
る
。
そ
し
て
、
清

書
し
、
師
匠
の
指
導
を
受
け
、
次
の
手
本
に

進
む
。
寺
子
は
同
じ
部
屋
に
居
て
場
を
共
有

し
つ
つ
も
、
個
々
に
練
習
し
、
個
々
に
指
導

を
受
け
る
。
寺
子
屋
で
は
個
別
教
授
が
指
導

の
基
本
方
式
で
あ
っ
た
。

周
知
の
通
り
、
寺
子
屋
は
民
間
で
発
達
し

た
教
育
施
設
で
あ
る
。
従
来
、
そ
の
数
は
全

国
で
一
万
～
二
万
軒
と
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、

近
年
の
研
究
で
は
四
万
～
五
万
軒
と
推
計
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
数
は
現
在
の
コ
ン
ビ
ニ
の

数
に
近
い
。
江
戸
期
は
「
教
育
爆
発
」
の
時

代
と
も
い
わ
れ
る
。
藩
校
や
私
塾
に
加
え
、

任
意
の
教
育
施
設
で
あ
る
寺
子
屋
が
こ
れ
ほ

ど
身
近
に
普
及
し
て
い
た
と
考
え
る
と
、
江

戸
期
の
教
育
熱
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

図
５
は
寺
子
屋
の
説
明
に
挿
入
さ
れ
た
イ

ラ
ス
ト
だ
が
、
史
実
と
異
な
る
と
思
わ
れ
る

箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
机
の
並
べ
方
で
あ
る
。

寺
子
は
机
を
列
に
し
て
並
べ
、
師
匠
と
対
面

す
る
形
で
座
っ
て
い
る
。
寺
子
屋
で
は
個
別

教
授
が
基
本
な
の
で
、
机
は
寺
子
同
士
で
向

け
あ
う
が
、
並
ん
で
師
匠
に
向
け
る
こ
と
は

ま
ず
な
い
。
こ
の
イ
ラ
ス
ト
に
は
一
斉
教
授

の
イ
メ
ー
ジ
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
時
代
劇

で
も
一
斉
教
授
形
式
の
寺
子
屋
を
見
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
誤
解
は
、
私
た
ち
の
授
業
に

対
す
る
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
私

た
ち
が
い
か
に
明
治
期
以
降
に
発
達
し
た
一

斉
教
授
を
当
た
り
前
と
思
い
込
ん
で
い
る
か

を
示
し
て
い
る
。
近
代
の
新
方
法
で
あ
っ
た

一
斉
教
授
は
、
一
五
〇
年
を
経
て
そ
れ
だ
け

私
た
ち
に
浸
透
し
た
と
い
え
る
し
、
一
方
で

拘
束
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

国
民
教
育
の
時
代

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
文
部
省
が
設

置
さ
れ
、
翌
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
た
。
日

本
に
お
け
る
最
初
の
近
代
教
育
法
令
で
あ
る
。

以
後
、教
育
令
、諸
学
校
令
な
ど
が
制
定
さ
れ
、

現
在
は
教
育
基
本
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

学
制
は
、
全
て
の
国
民
は
六
歳
に
な
っ
た
ら

学
校
に
通
う
と
い
う
国
民
教
育
（
義
務
教
育※

２
）

を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
寺
子
屋
に
自
由

に
通
う
の
と
は
違
う
。
国
民
教
育
を
行
う
場

た
る
学
校
で
は
、
教
育
方
法
と
し
て
一
斉
教

授
が
採
用
さ
れ
た
。
一
人
の
教
師
が
よ
り
多

く
の
子
ど
も
に
教
え
得
る
効
率
的
で
合
理
的

な
方
法
が
一
斉
教
授
だ
っ
た
。
寺
子
屋
の
個

別
教
授
で
は
間
に
合
わ
な
い
。

例
え
ば
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
知
ら
れ
る

福
沢
諭
吉
は
、『
学
問
之
独
立
』（
明
治
十
六

年
）
で
「
強
迫
教
育
法
の
如
き
必
ず
政
府
の

権
威
に
由
て
始
て
行
は
る
可
き
の
み
。
…
必

ず
学
に
就
く
可
し
、
学
に
就
か
ざ
る
を
得
ず

と
強
ひ
て
之
に
迫
る
は
、
今
日
の
日
本
に
於

い
て
甚
だ
緊
要
な
り
と
信
ず
」
と
国
民
教
育

の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
福
沢
が
使
う「
強

迫
」
はcom

pulsory

の
訳
語
と
思
わ
れ
る
。

「
強
制
」
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
現
在
は
「
義

務
」
で
定
着
し
て
い
る
。「
強
迫
」
は
や
や
強

い
表
現
だ
が
、
新
し
い
教
育
を
模
索
す
る
中

で
の
主
張
で
あ
っ
た
。
変
化
を
求
め
る
意
見

や
提
案
は
、
反
発
や
拒
絶
を
招
く
。
福
沢
が

「
躍は

ね

ッ
蛙
」（
図
６
）
と
風
刺
さ
れ
る
の
は
、
時

代
の
進
取
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

就
学
率
は
、
学
制
制
定
当
初
は
男
女
平
均

で
三
十
％
ほ
ど
と
低
か
っ
た
が
、
明
治
三
十
三

（
一
九
〇
〇
）
年
ご
ろ
に
は
八
十
％
を
超
え
、

や
が
て
百
％
に
近
づ
く（
図
７
）。
皆
就
学
は

就
学
に
お
け
る
階
層
差
、
男
女
差
、
地
域
差

が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初
頭

に
、
教
育
上
の
四
民
平
等
と
男
女
平
等
が
実

現
さ
れ
た
。
学
校
に
行
く
の
が
好
き
か
嫌
い

か
は
と
も
か
く
、
六
歳
に
な
っ
た
ら
み
ん
な

が
学
校
に
行
く
今
と
同
じ
状
況
は
、
こ
こ
に

生
ま
れ
た
。
こ
の
皆
就
学
は
世
界
的
に
見
て

も
早
い
到
達
で
あ
り
、
江
戸
期
の
教
育
の
普

及
が
そ
れ
を
準
備
し
た
側
面
も
注
目
さ
れ
る
。

※1 教授法書…教師を目指す師範生に授業の方法を解説する教科書※2 義務教育…教育法令で最初に「義務」が使われたのは、初代文部大臣の森有礼（ありのり）が明治22年に制定した小学校令

教
育
の
変
革

二
十
一
世
紀
の
教
育
課
題
の
一
つ
は
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ（
Ａ
Ｌ
）の
実
現
で

あ
る
。
Ａ
Ｌ
は
子
ど
も
が
授
業
に
能
動
的
に

参
加
し
、
個
人
の
活
動
や
仲
間
と
の
協
力
を

通
じ
て
課
題
を
解
決
し
、
深
い
学
び
を
得
る

こ
と
を
目
指
す
。
Ａ
Ｌ
の
提
案
の
背
景
に
は
、

従
来
の
一
斉
教
授
は
教
師
中
心
で
あ
り
、
子

ど
も
が
受
け
身
の
「
覚
え
る
授
業
」
に
陥
っ

て
い
た
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
る
。
子
ど
も
中

心
の
「
考
え
る
授
業
」
へ
の
転
換
が
要
請
さ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
一
五
〇
年
、
一

斉
教
授
一
辺
倒
だ
っ
た
わ
け
で
な
い
。
グ

ル
ー
プ
学
習
や
体
験
学
習
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
一
斉
教
授
に
依
存
し
て

き
た
側
面
は
否
め
な
い
。
教
師
の
「
教
え
」

と
子
ど
も
の
「
学
び
」
を
ど
う
発
展
的
に
結

び
つ
け
て
い
く
か
。
教
育
の
過
去
は
そ
の
未

来
を
考
え
る
基
盤
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

明
治
維
新
一
五
０
年
を
考
え
る

特
集

図１　師範学校の教授法書に図説された一斉
教授の方法。師範学校は戦前の教員養成学校
で、現在の大学教育学部や教育大学にあたる。 

明治5年に東京に設置されたのが最初で、その
後各府県に置かれた　出典：『師範学校小学教
授法』（雄風舎、1873年）

図２　明治23年ごろの習字の授業
風景。モースの日本滞在中の収集物
はアメリカのピーボディ・エセックス
博物館に所蔵されている

図３　現在の小学校での授業の様子
図４　江戸期の寺子屋の例　
出典：脇坂義堂『撫育草』（1803年）

図６　福沢諭吉を風刺した「躍ッ蛙」　
出典：『団団珍聞』1877年5月26日号

図７　明治期の児童就学率の推移　出典：文部省編『学制
百年史』（帝国地方行政学会、1972年）から作成

就
学
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）

年次（西暦）

0

20

40

60

80

100

19081903189818931888188318781873

男

計
女
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梶井 一暁〈かじい・かずあき〉

広島大学大学院修了。鳴門教育大学を経て、
現職。博士（教育学）。専門は教育史。著書に

『映画のなかの学びのヒント』（岐阜新聞社、
2014年）など。

参考文献（図で使った文献以外）
慶應義塾編『福沢諭吉全集5』（岩波書店、1959年）
江森一郎著『「勉強」時代の幕あけ：子どもと教師の
近世史』（平凡社、1990年）

図５　寺子屋のイラスト
　出典：内藤昌『江戸の町（下）

巨大都市の発展』（草思社、1982年）
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企
業
家

群　

像

地
域
に
生
き
る

93

緑
化
を
通
じ
て
環
境
保
全
に
貢
献
す
る

日
本
植
生
株
式
会
社　

代
表
取
締
役
社
長　

柴
田 

明
典    

《
岡
山
県
津
山
市
》

自
然
豊
か
な
津
山
に
立
つ
本
社

古
く
は
美み
ま
さ
か作
国
の
中
心
地
で
、
江
戸
時
代

に
は
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
岡
山
県
津
山
市
。

岡
山
駅
と
津
山
駅
を
結
ぶ
J
R
津
山
線
の
佐さ

良ら

山や
ま

駅
か
ら
見
え
る
近
代
的
な
建
物
が
日
本

植
生
株
式
会
社
の
本
社
で
あ
る
。
山
々
に
囲

ま
れ
た
の
ど
か
な
風
景
の
中
で
ひ
と
き
わ
目

立
つ
こ
の
ビ
ル
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
同

社
の
製
品
や
工
法
を
紹
介
す
る
展
示
コ
ー

ナ
ー
が
目
に
入
る
。
こ
の
模
型
を
前
に
、
企

業
家
は
製
品
の
違
い
や
工
法
の
利
点
を
丁
寧

に
説
明
し
て
く
れ
た
。
日
本
植
生
の
柴
田
明

典
社
長
で
あ
る
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
五
階
に
上
が
る
と
、
広
々

と
し
た
社
員
食
堂
に
着
く
。
外
に
対
し
て
開

か
れ
た
こ
の
明
る
い
空
間
で
は
、
山
の
青
々

と
し
た
緑
が
一
斉
に
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。

国
土
の
三
分
の
二
を
森
が
占
め
る
わ
が
国
で

は
、
こ
の
景
色
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在

し
て
い
る
と
思
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
い
。
戦
争
か
ら
の
復
興
、
高
度
経
済
成
長

期
の
国
土
開
発
、
災
害
対
策
と
し
て
の
土
木

工
事
な
ど
の
た
び
に
緑
化
が
図
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
緑
化
の
歴
史
と
重
な
り
合
う
の
が
、
同

社
の
歴
史
で
あ
る
。

緑
溢
れ
る
社
会
を
目
指
し

緑
化
事
業
の
パ
イ
オ
ニ
ア
に

日
本
植
生
は
、
明
典
社
長
の
祖
父
に
あ
た

る
柴
田
正ま
さ
し

氏
が
一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）

年
に
久
米
町
（
現
・
津
山
市
）
で
創
業
し
た
。

海
軍
の
一
員
と
し
て
太
平
洋
戦
争
に
参
加
し

た
正
氏
は
、
終
戦
後
、
荒
れ
果
て
た
山
や
大

地
を
見
て
愕
然
と
す
る
。「
こ
の
国
を
再
び
緑

で
い
っ
ぱ
い
に
し
よ
う
」
と
思
い
立
ち
、
代
々

受
け
継
い
だ
田
畑
で
苗
木
の
生
産
を
開
始
し

た
。
食
糧
や
収
入
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
米
や
野
菜
を
植
え
る
中
、
正
氏
は
ヒ
ノ
キ

や
ス
ギ
の
苗
を
コ
ツ
コ
ツ
と
植
え
始
め
た
。

こ
の
柴
田
農
園
が
日
本
植
生
の
原
点
で
あ
る
。

苗
木
は
、
造
林
に
用
い
る
だ
け
で
な
く
、

開
発
地
や
崩
れ
や
す
い
山
の
斜
面
（
の
り
面
）

に
植
え
る
こ
と
で
、
土
砂
崩
れ
を
防
ぐ
治
山

の
効
果
が
あ
る
。
造
林
用
、
治
山
用
の
苗
木

を
生
産
・
販
売
す
る
柴
田
農
園
の
名
は
次
第

に
広
ま
り
、
苗
木
の
注
文
が
増
え
て
い
っ
た
。

そ
の
中
で
、
正
氏
は
「
植
生
盤
工
法
」
と
い

う
画
期
的
な
緑
化
の
工
法
を
耳
に
す
る
。
こ

れ
は
、
化
学
肥
料
と
土
を
水
で
混
ぜ
合
わ
せ

て
一
定
の
型
枠
に
入
れ
、
表
面
に
種
子
を
ま

い
た
後
、
保
護
紙
を
お
い
て
機
械
で
圧
縮
し
、

ブ
ロ
ッ
ク
上
の
パ
ー
ツ
を
作
り
出
す
工
法
で

あ
る
。
こ
れ
を
並
べ
て
道
路
や
堤
防
な
ど
の

の
り
面
を
形
成
す
る
と
、
崩
れ
ず
に
安
定
す

る
と
言
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
植
生
盤
工
法
の
特
許
を
持
っ
て
い
た

の
は
、
群
馬
県
前
橋
市
の
営
林
局
の
技
師
、

川
端
勇
作
氏
で
あ
る
。
正
氏
は
、
こ
の
特
許

技
術
を
使
わ
せ
て
も
ら
お
う
と
、
前
橋
市
の

川
端
氏
の
元
へ
足
し
げ
く
通
っ
た
。
民
間
企

業
に
は
許
可
で
き
な
い
と
当
初
は
拒
ん
で
い

た
川
端
氏
だ
が
、
ま
だ
交
通
網
も
発
達
し
て

い
な
い
昭
和
三
十
年
代
前
半
に
年
に
十
回
も

訪
れ
て
く
る
正
氏
の
熱
意
に
押
さ
れ
、
許
諾

を
決
意
す
る
。

こ
の
植
生
盤
工
法
に
よ
り
、
正
氏
は
緑
化

事
業
を
全
国
各
地
で
展
開
し
、
八
郎
潟
干
拓
工

事
な
ど
の
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
参
加
す

る
。
一
九
五
七
（
昭
和
三
十
二
）
年
に
着
工
し

た
八
郎
潟
干
拓
工
事
で
は
、
岡
山
か
ら
社
員
を

連
れ
て
現
場
施
工
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
遠
方

の
工
事
の
た
び
に
社
員
を
呼
ん
で
い
て
は
会
社

が
持
た
な
い
と
判
断
。
人
手
の
か
か
る
植
生
盤

工
法
に
代
わ
る
緑
化
の
手
段
と
し
て
、
緑
化
製

品
の
開
発
に
力
を
注
い
で
い
く
。

一
九
六
一
（
昭
和
三
十
六
）
年
に
柴
田
農

園
を
改
組
し
、
日
本
植
生
を
設
立
し
た
。
翌

年
に
は
、
工
場
生
産
で
き
る
人
工
芝
の
「
治

山
用
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
」「
人
工
芝
ド
ハ
タ
イ
」

を
開
発
す
る
。
目
の
粗
い
布
袋
に
肥
料
や
種

子
、
土
壌
な
ど
を
詰
め
込
ん
だ
も
の
で
、
の

り
面
に
設
置
す
る
と
自
然
に
芝
が
生
え
て
く

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
社
は
緑
化
事
業
の
パ

イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る

存
在
と
な
っ
た
。

明
典
社
長
の
物
心
が
つ
く
こ
ろ
に
は
、
正

氏
は
社
長
か
ら
退
き
、
仕
事
の
第
一
線
か
ら

離
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
熱
意
あ
る
姿

勢
は
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

p r o f i l e

柴田 明典〈しばた・あきのり〉

1974年岡山県津山市生まれ。麗澤高等学校、学習院大学を卒業後、米国
オハイオ大学へ留学。2001年に祖父が創業した日本植生株式会社に入社。
営業、新規事業立ち上げを経験した後、2007年に取締役、2011年に代表
取締役社長に就任。日本植生株式会社は従業員数 180名、売上高 65億円。
グループ全体の従業員数は 700名、売上高 200億円

文：城市 奈那     写真撮影：林田 悟（岡山市在住）
1966年に本社正面に建立された植生神社。万物の育成を司る神々がまつられている。年3回
植生神社祭が執り行われる
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「
当
時
の
社
員
か
ら
聞
く
と
、
創
業
者
の
祖
父

は
と
て
も
研
究
熱
心
で
ア
イ
デ
ア
マ
ン
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
ゴ
ル
フ
に
行
く
と
、
そ
こ
ら

へ
ん
に
生
え
て
い
る
植
物
を
指
さ
し
て
は
、

そ
れ
が
何
か
を
人
に
確
か
め
る
た
め
、
社
員

か
ら
は
『
社
長
と
ゴ
ル
フ
に
行
く
と
大
変
だ
』

と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
人
に
も
自
分

に
も
研
究
開
発
へ
の
シ
ビ
ア
さ
を
求
め
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
明
典
社
長

は
話
す
。

会
社
設
立
時
か
ら
、
正
氏
は
自
社
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
製
品
を
作
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
研

究
開
発
に
力
を
注
い
で
き
た
。
そ
の
シ
ビ
ア

な
姿
勢
が
会
社
の
礎
を
作
り
、
緑
化
事
業
に

お
け
る
同
社
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し

た
。
経
験
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
同
社
の
緑
化

製
品
は
質
が
高
く
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、

幅
広
い
支
持
を
得
て
業
界
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
企

業
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
。

祖
父
の
死
を
き
っ
か
け
に

米
国
か
ら
戻
り
、
入
社

一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年
に
正
氏
が

六
十
歳
で
社
長
を
退
く
と
、
生
え
抜
き
社
員

の
田
村
勝か

つ

己み

氏
が
社
長
に
就
任
す
る
。
そ
の

田
村
氏
も
、
後
に
社
長
に
な
っ
た
父
の
柴
田

和
正
氏
も
六
十
歳
で
社
長
を
退
任
し
、
い
つ

し
か
還
暦
で
の
退
任
が
日
本
植
生
の
社
長
の

慣
行
と
な
っ
て
い
た
。
他
の
企
業
に
比
べ
る

と
、
六
十
歳
で
の
退
任
は
早
い
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
若
い
う
ち
に
決
定
権
の
あ
る
立
場
に

就
か
せ
る
こ
と
で
、
大
胆
な
ア
イ
デ
ア
で
事
業

を
構
想
す
る
力
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
と
い
う

狙
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
代
目
と

な
る
明
典
社
長
は
、
二
十
六
歳
の
と
き
に
入
社

し
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
十
三
）
年
、
三
十
六

歳
で
社
長
に
就
任
し
た
。

津
山
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
明
典
社
長
だ
が
、

学
生
の
こ
ろ
は
家
業
を
継
ぐ
意
志
を
ほ
と
ん

ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

「
家
族
は
何
も
言
わ
ず
に
好
き
な
こ
と
を
や
ら

せ
て
く
れ
て
、
特
に
父
か
ら
は
会
社
に
つ
い

て
何
か
を
言
わ
れ
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
」

野
球
に
没
頭
し
、
県
外
の
高
校
を
卒
業
後
、

学
習
院
大
学
に
入
学
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ

ス
を
学
ぼ
う
と
、
大
学
卒
業
後
に
、
米
国
の
オ

ハ
イ
オ
大
学
に
留
学
し
た
。
ち
ょ
う
ど
野
茂

英
雄
投
手
が
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
と
し
て
活

躍
し
始
め
て
い
た
時
代
だ
。

オ
ハ
イ
オ
大
学
は
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
で

定
評
の
あ
る
学
校
だ
っ
た
。
米
国
で
は
大
学
ス

ポ
ー
ツ
が
非
常
に
盛
ん
で
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の

半
数
以
上
は
、
大
学
の
ア
ス
レ
テ
ィ
ッ
ク
デ

パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
部
署
で
働
く
こ
と
を
志
望
し

て
い
た
。
自
分
た
ち
の
母
校
が
甲
子
園
に
一
年

中
出
場
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
を
盛

り
上
げ
る
。
そ
ん
な
夢
の
よ
う
な
仕
事
が
あ
る

の
だ
と
知
っ
た
。

「
や
り
た
い
こ
と
も
見
つ
か
っ
て
、
そ
れ
を
実

現
す
る
人
も
身
近
に
い
て
、
自
分
も
そ
れ
に

続
き
た
い
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
」
と
明
典

社
長
は
振
り
返
る
。

し
か
し
、
大
学
在
学
中
の
二
〇
〇
〇
（
平
成

十
二
）
年
に
、
祖
父
の
正
氏
が
他
界
す
る
。
会

社
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
き
た
創
業
者
が
い

な
く
な
り
、
会
社
や
家
族
の
変
化
を
感
じ
た
。

「
当
時
社
長
だ
っ
た
父
は
五
十
二
歳
。
帰
っ
て

こ
い
と
言
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、

家
族
の
思
い
や
苦
労
を
感
じ
た
と
き
に
、
放
っ

て
お
い
て
は
い
け
な
い
と
責
任
感
が
芽
生
え

ま
し
た
」

会
社
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
化
し

て
い
た
。
平
成
十
年
代
か
ら
は
公
共
事
業
が

激
減
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
今
の
従
業
員
数
を

保
て
な
い
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
た
。「
社
員

を
リ
ス
ト
ラ
し
な
い
」
こ
と
は
、
創
業
者
か
ら

引
き
継
が
れ
て
き
た
ポ
リ
シ
ー
で
も
あ
っ
た
。

雇
用
を
守
る
た
め
に
、
会
社
を
ど
う
発
展
さ

せ
る
か
。
明
典
社
長
が
入
社
し
た
こ
ろ
か
ら
、

同
社
は
事
業
の
多
角
化
を
図
っ
て
い
く
。

雇
用
を
守
る
た
め

M
&
A
で
「
拡
本
業
」
化

二
〇
〇
一（
平
成
十
三
）
年
に
各
種
ス
ポ
ー
ツ

施
設
を
設
計
・
施
工
す
る
日
本
奥
ア
ン
ツ
ー
カ

株
式
会
社
（
現
・
日
本
フ
ィ
ー
ル
ド
シ
ス
テ
ム

株
式
会
社
）
の
全
株
式
を
取
得
し
た
。

き
っ
か
け
は
、
住
友
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社

が
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
使
わ
れ
る
砂
入
り
人
工

芝
を
生
産
し
よ
う
と
、
特
許
権
を
持
つ
日
本

植
生
に
接
触
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

「
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
の
り
面
緑
化
・
工
法

の
単
一
事
業
し
か
行
っ
て
お
ら
ず
、
多
角
化

を
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
特
許
権

を
譲
る
代
わ
り
に
、
施
工
権
を
与
え
て
ほ
し

い
と
お
願
い
し
ま
し
た
」

こ
れ
に
よ
り
中
国
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設

の
施
工
を
同
社
で
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
、

ス
ポ
ー
ツ
施
設
事
業
が
少
し
ず
つ
膨
ら
ん
で

い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
住
友
ゴ
ム
工
業
の

グ
ル
ー
プ
会
社
で
あ
る
日
本
奥
ア
ン
ツ
ー
カ

の
譲
渡
を
打
診
さ
れ
た
。

こ
れ
を
皮
切
り
に
、
二
〇
〇
四
（
平
成

十
六
）
年
に
肥
料
・
農
薬
・
農
業
資
材
を
販
売

す
る
井
上
商
事
株
式
会
社
、
二
〇
〇
六
（
平
成

十
八
）
年
に
繊
維
ロ
ー
プ
・
産
業
資
材
を
製
造

す
る
株
式
会
社
テ
ザ
ッ
ク
、
二
〇
一
七
（
平
成

二
十
九
）
年
に
植
物
工
場
で
レ
タ
ス
を
生
産

す
る
株
式
会
社
日
本
農
園
の
全
株
式
を
取
得
。

こ
れ
ま
で
の
M
&
A
の
数
は
八
件
に
及
ぶ
。

「
Ｍ
＆
Ａ
が
今
の
と
こ
ろ
う
ま
く
い
っ
て
い
る

の
は
、
運
が
良
か
っ
た
面
も
あ
り
ま
す
が
、

当
社
が
多
角
化
を
『
拡
本
業
』
と
捉
え
、
企

業
や
経
営
者
、
社
員
の
価
値
観
が
私
た
ち
と

合
う
か
を
重
視
し
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
」

同
社
で
は
、
多
角
化
を
「
拡
本
業
」
と
呼

ん
で
い
る
。
自
分
た
ち
の
事
業
の
路
線
か
ら

外
れ
な
い
よ
う
に
業
種
を
拡
大
し
て
い
く
の

が
基
本
方
針
だ
。
ま
た
、
農
業
資
材
関
係
の

企
業
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
が
多
く
、

後
継
者
不
足
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
も
M
&
A

が
増
え
た
要
因
の
一
つ
と
い
う
。

創
業
時
か
ら
の
事
業
の
柱
で
あ
っ
た
緑
化

事
業
の
売
上
高
は
、
公
共
事
業
の
減
少
に
よ

り
、
ピ
ー
ク
時
の
半
分
以
下
に
ま
で
減
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
日
本
植
生
が
一
度
も
赤
字
に
陥

ら
ず
、
従
業
員
の
雇
用
を
守
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
M
&
A
が
グ
ル
ー
プ
経
営
に
お
い
て
う

ま
く
機
能
し
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

環
境
が
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
今

も
う
一
度
緑
化
の
意
義
を
考
え
る

事
業
規
模
は
小
さ
く
な
っ
た
も
の
の
、
日

本
植
生
の
緑
化
事
業
は
今
も
大
き
な
柱
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
緑
化
製
品
は
業
界
で
の

シ
ェ
ア
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
、
の
り
面
保
護

工
事
で
も
緑
化
製
品
と
同
程
度
の
売
上
高
を

誇
っ
て
い
る
。

「
緑
化
事
業
は
か
な
り
技
術
が
成
熟
し
て
し

ま
っ
て
い
る
た
め
、
創
業
当
時
ほ
ど
特
許
の

優
位
性
は
発
揮
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
製
品
の
開
発
は
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し

て
の
当
社
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

今
も
特
許
取
得
を
目
指
し
て
技
術
開
発
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
」

類
似
品
が
生
ま
れ
や
す
く
な
っ
た
中
で
も
、

同
社
の
製
品
や
工
法
が
選
ば
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
か
。
そ
の
秘
訣
は
、
緑
化
を
追
求
し
て

い
る
か
ら
と
明
典
社
長
は
話
す
。
東
京
ド
ー

ム
九
個
分
の
広
さ
を
持
つ
、
同
社
の
研
究
圃ほ

場じ
ょ
うで
は
、
優
れ
た
緑
化
技
術
を
追
求
す
る
た

め
、
最
新
の
製
品
・
工
法
を
試
す
ほ
か
、
多

種
多
様
な
植
物
を
展
示
・
観
察
し
、
試
験
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
圃
場
に
お
客
さ
ま
を
お
連
れ
す
る
と
、

こ
こ
ま
で
や
っ
て
い
る
の
か
と
私
た
ち
の
取
り

組
み
に
納
得
さ
れ
、
感
動
し
て
帰
っ
て
く
だ
さ

い
ま
す
。
他
社
で
も
似
た
よ
う
な
製
品
を
作
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、『
こ
の
素
材
を
使
う

と
発
芽
が
良
く
な
る
』『
こ
う
い
う
場
所
に
は

こ
う
い
う
工
法
が
向
い
て
い
る
』
と
い
う
経
験

の
積
み
重
ね
は
、
見
よ
う
見
ま
ね
の
製
法
か
ら

は
得
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
広
々
と
し
た
圃
場

を
持
て
る
の
も
、
津
山
に
あ
る
会
社
だ
か
ら
こ

そ
と
言
え
ま
す
」

「
二
十
一
世
紀
は
環
境
の
時
代
」と
言
わ
れ
て
久

し
い
が
、こ
こ
に
き
て
世
間
で
の
環
境
へ
の
意
識

が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
明
典
社
長
は
話
す
。

「
グ
レ
ー
イ
ン
フ
ラ
か
ら
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ

へ
と
い
う
標
語
が
掲
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

相
次
ぐ
自
然
災
害
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
、
そ
の
意
識
が
薄
れ
て

き
て
い
ま
す
。
緑
化
を
通
じ
た
環
境
保
全
へ
の

貢
献
は
創
業
時
か
ら
の
目
的
で
す
。
省
力
化
や

軽
量
化
、
あ
る
い
は
災
害
対
策
と
い
っ
た
ニ
ー

ズ
に
対
し
、
わ
た
し
た
ち
が
培
っ
て
き
た
技
術

を
ど
う
擦
り
合
わ
せ
て
環
境
に
貢
献
し
て
い
く

か
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

写真提供：日本植生株式会社　◆日本植生株式会社：0868（28）0251     URL  http://www.nihon-shokusei.co.jp

日植記念館1階入り口近くには、創業時の精神を後世に伝えるため、当時使用していた道具
や日本初の植生盤製造機などが展示されている

岡山県美咲町にある研究圃場。約10haの敷地では同社の製品や工法が実験的に施され、植生の遷移状
況を見ることができる。開場した1993年ごろの緑化製品は自然の植生のように土地に馴染んでいる

JR佐良山駅近くに立つ本社

見晴らしのいい社員食堂
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高
品
質
の
電
動
バ
イ
ク
を
生
産
し
、

ア
ジ
ア
で
販
売
数
を
増
や
す
株
式
会
社
ツ
バ
メ・イ
ー
タ
イ
ム  

《
山
口
県
岩
国
市
》

潮
風
が
強
い
地
域
で
も
錆
び
に
く
い
仕
様
に

し
た
り
、
運
ぶ
荷
物
に
合
わ
せ
て
荷
台
を
変

え
た
り
と
、
要
望
に
合
わ
せ
た
生
産
も
可
能

だ
。
こ
う
し
た
強
み
を
武
器
に
、新
聞
販
売
店

や
金
融
機
関
へ
の
売
り
込
み
を
進
め
て
い
る
。

重
点
を
置
く
海
外
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内

関
税
撤
廃
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
、
ベ
ト
ナ

ム
を
製
造
拠
点
と
し
た
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
な
ど
へ
の
進
出
や
自
社
工
場
の
設
立
を
検

討
し
て
い
る
。

「
創
業
か
ら
四
年
目
を
迎
え
、
海
外
も
国
内

も
準
備
が
整
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
日

本
の
E
―

モ
ビ
リ
テ
ィ
企
業
と
し
て
先
頭
に

立
っ
て
事
業
展
開
す
る
た
め
に
も
、
五
年
後

の
上
場
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

海
外
で
急
速
に
市
場
が
成
長
し
て
い
る
電
動
バ
イ
ク
。
中
国
企
業
が
圧
倒
的
な

強
さ
を
見
せ
る
中
、「
岩
国
か
ら
世
界
へ
」
を
掲
げ
る
ツ
バ
メ・イ
ー
タ
イ
ム
は
、

日
本
企
業
ら
し
い
品
質
へ
の
こ
だ
わ
り
を
武
器
に
、
ベ
ト
ナ
ム
を
中
心
に
海
外

市
場
を
切
り
開
い
て
い
る
。

 

エ
ン
ジ
ン
不
要
の
電
動
バ
イ
ク

 「
水
平
分
業
」で
勝
機
を
狙
う

ツ
バ
メ
・
イ
ー
タ
イ
ム
は
、
石
油
販
売
・

車
両
整
備
事
業
等
を
手
掛
け
る
ツ
バ
メ
グ

ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
、
二
〇
一
四（
平
成

二
十
六
）年
五
月
に
設
立
さ
れ
た
。
ガ
ソ
リ
ン

を
扱
う
企
業
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
な
が
ら
、
電

動
バ
イ
ク
事
業
に
参
入
し
た
珍
し
い
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
設
立
の
き
っ
か
け
は
、
二
〇
一
一

（
平
成
二
十
三
）年
に
大
手
商
社
の
関
連
会
社

が
系
列
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
電
動
バ
イ

ク
の
販
売
を
始
め
た
こ
と
に
あ
る
。
ツ
バ
メ

石
油
株
式
会
社
で
も
そ
の
バ
イ
ク
を
販
売
す

る
中
で
「
こ
れ
は
自
社
で
も
つ
く
れ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
て
き
た
。

「
そ
の
電
動
バ
イ
ク
は
バ
ッ
テ
リ
ー
の
不
具

合
な
ど
で
二
年
後
に
自
主
回
収
さ
れ
ま
し
た

が
、電
動
バ
イ
ク
は
主
に
バ
ッ
テ
リ
ー
、モ
ー

タ
ー
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
三
つ
の
主
要
部

品
か
ら
な
り
、
開
発
が
難
し
い
エ
ン
ジ
ン
が

不
要
だ
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
自
社
製
造
・
販
売
を
念
頭
に
、
整
備
士

ら
と
研
究
を
始
め
ま
し
た
」
と
小
野
哲
也
取

締
役
は
振
り
返
る
。

山
本
朋
広
社
長
自
ら
が
電
動
バ
イ
ク
大
国

の
中
国
や
台
湾
に
渡
り
、
つ
て
も
な
い
中
、

現
地
の
大
手
メ
ー
カ
ー
を
回
っ
て
関
係
を
築

き
、
情
報
を
収
集
し
た
。
話
を
聞
く
う
ち

に
、
日
本
の
製
造
業
の
主
流
で

あ
る
、
製
品
開
発
か
ら
部
品
の

製
造
、
組
み
立
て
ま
で
一
貫
し

て
生
産
す
る
「
垂
直
統
合
」
で

は
な
く
、
生
産
プ
ロ
セ
ス
を
そ

れ
ぞ
れ
に
秀
で
た
外
部
企
業
に

委
託
す
る
「
水
平
分
業
」
な
ら

中
小
企
業
で
も
勝
機
が
あ
る
と

思
い
、
日
本
に
戻
っ
た
数
カ
月

後
に
ツ
バ
メ
・
イ
ー
タ
イ
ム
を
設
立
し
た
。

 

最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
日
本
で
行
い

 

高
い
品
質
を
追
求

二
〇
一
〇
年
代
前
半
、
日
本
国
内
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
電
動
バ
イ
ク
メ
ー
カ
ー
が
誕
生
し
た

が
、
現
在
も
成
長
し
続
け
て
い
る
の
は
わ
ず

か
数
社
で
あ
る
。
そ
の
数
社
に
共
通
す
る
の

は
、
海
外
展
開
に
目
を
向
け
た
ベ
ン
チ
ャ
ー

と
い
う
点
だ
。
同
社
も
設
立
当
初
か
ら
海
外

展
開
を
図
り
、二
〇
一
四
年
に
韓
国
支
社
を
、

そ
の
二
年
後
に
は
百
％
出
資
子
会
社
を
ベ
ト

ナ
ム
に
設
立
し
た
。

「
電
動
バ
イ
ク
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
未
発
達
な

国
内
に
対
し
、
海
外
、
特
に
ア
ジ
ア
は
バ
イ

ク
文
化
が
根
付
い
て
お
り
、
ガ
ソ
リ
ン
式
か

ら
電
動
式
へ
の
移
行
ス
ピ
ー
ド
も
速
く
、
市

場
が
爆
発
的
に
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一

方
で
、『
走
れ
ば
い
い
』
と
い
う
レ
ベ
ル
の

粗
悪
品
が
流
通
し
て
い
る
の
も
実
情
で
す
。

そ
こ
で
、
品
質
を
追
求
し
た
製
品
を
生
産
・

販
売
で
き
れ
ば
、
市
場
を
切
り
開
け
る
と
考

え
ま
し
た
」

海
外
で
の
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
へ
の
信

頼
は
厚
い
。
部
品
調
達
か
ら
生
産
ま
で
全
て

国
内
で
行
う
こ
と
が
理
想
で
は
あ
る
が
、
現

実
的
に
は
難
し
い
。
世
界
の
電
動
バ
イ
ク

の
生
産
台
数
・
販
売
台
数
は
約
六
十
五
～

七
十
五
％
を
中
国
が
占
め
て
い
る
と
い
わ
れ

て
お
り
、
こ
こ
に
世
界
中
の
メ
ー
カ
ー
が
集

ま
っ
て
い
る
た
め
だ
。

「
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、『
中
国
な
く
し

て
電
動
バ
イ
ク
は
生
産
で
き
な
い
』
と
い
う

ぐ
ら
い
の
勢
い
で
す
」

そ
の
た
め
、
中
国
、
台
湾
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど

の
優
良
メ
ー
カ
ー
か
ら
部
品
を
調
達
し
、
委

託
工
場
で
組
み
立
て
て
製
品
化
す
る
体
制
を

と
っ
て
い
る
。
生
産
工
程
の
六
～
七
割
は
海

外
で
行
い
、
そ
の
後
国
内
に
持
ち
込
ん
で
、

工
場
で
最
終
組
み
付
け
と
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
。
同
社
で
は
、
ヤ
マ
ハ
発
動
機
株
式
会

社
や
本
田
技
研
工
業
株
式
会
社
出
身
の
著
名

な
技
術
者
を
顧
問
に
迎
え
、
製
品
開
発
や
品

質
改
良
改
善
、
製
造
技
術
指
導
に
当
た
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
。

「
国
内
で
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
た
め
だ
け

の
工
場
や
人
員
の
確
保
は
、
本
来
な
ら
必
要

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
こ
こ
に

コ
ス
ト
を
か
け
る
こ
と
で
、
品
質
の
追
求
や

細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
と
い
っ
た
〝
ジ
ャ
パ
ン

ク
オ
リ
テ
ィ
〟
の
命
が
吹
き
込
ま
れ
る
と
考

え
て
い
ま
す
」

 

販
売
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
網
を
築
き

 

国
内
販
売
数
ト
ッ
プ
に

ベ
ト
ナ
ム
で
ま
ず
「
E
―

08
」
モ
デ
ル
を

販
売
す
る
と
、
二
カ
月
半
で
八
百
台
が
完
売

し
、
好
評
を
博
し
た
。
現
在
は
首
都
ハ
ノ

イ
の
中
心
街
の
駅
前
に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を

設
け
、
認
知
度
向
上
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

二
〇
一
八（
平
成
三
十
）年
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム

の
公
安
警
察
へ
バ
イ
ク
百
台
の
納
入
が
決
ま

り
、
今
期
は
一
万
四
千
台
の
販

売
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

一
方
、
海
外
展
開
を
進
め
る

上
で
、「
こ
の
バ
イ
ク
は
日
本
で

も
走
っ
て
い
る
か
」と
よ
く
尋
ね

ら
れ
た
た
め
、
予
定
を
前
倒
し

し
て
二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）

年
か
ら
国
内
展
開
を
開
始
し
た
。

国
内
で
電
動
バ
イ
ク
を
販
売
す

る
場
合
、
品
質
基
準
は
海
外
よ
り
も
は
る
か

に
厳
し
い
。
さ
ら
に
、
国
内
で
は
電
動
バ
イ

ク
は
あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い

な
い
こ
と
も
懸
念
材
料
だ
っ
た
。

「
日
本
の
会
社
が
販
売
す
る
海
外
製
の
電
動

バ
イ
ク
が
不
具
合
を
頻
繁
に
起
こ
し
、『
走
ら

な
い
』『
坂
を
上
れ
な
い
』『
バ
ッ
テ
リ
ー
が

す
ぐ
切
れ
る
』
と
い
っ
た
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を

持
た
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
も
そ
の
亡
霊

と
戦
っ
て
い
ま
す
」

し
か
し
、
近
年
は
維
持
費
の
安
さ
か
ら
、

金
融
機
関
や
新
聞
販
売
店
、
デ
リ
バ
リ
ー
業

界
な
ど
の
業
務
用
バ
イ
ク
を
中
心
に
徐
々
に

導
入
が
増
え
て
き
た
。
エ
ン
ジ
ン
を
持
た
な

い
電
動
バ
イ
ク
は
、
オ
イ
ル
交
換
な
ど
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
。
燃
料

コ
ス
ト
は
、
ガ
ソ
リ
ン
式
の
バ
イ
ク
に
比
べ

七
分
の
一
ま
で
削
減
で
き
る
と
い
う
。

同
社
で
は
、
国
内
展
開
に
向
け
、
製
品

の
安
定
性
を
徹
底
的
に
高
め
る
と
と
も
に
、

「
全
国
展
開
に
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
網
の
構
築

が
不
可
欠
」
と
考

え
、
二
〇
一
五
年

に
カ
ー
コ
ン
ビ
ニ

倶
楽
部
株
式
会
社

と
、
販
売
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
業
務
提
携
契

約
を
締
結
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
約
千
店
舗

の
カ
ー
コ
ン
ビ
ニ
倶
楽
部
加
盟
店
が
販
売
と

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
窓
口
に
な
っ
た
。さ
ら
に
、

二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
に
は
、
テ
ラ

モ
ー
タ
ー
ズ
株
式
会
社
よ
り
国
内
電
動
バ
イ

ク
事
業
を
譲
渡
さ
れ
、
現
在
は
約
千
五
百
店

舗
の
販
売
代
理
店
を
持
つ
国
内
販
売
台
数

ト
ッ
プ
企
業
と
な
っ
た
。

 

ベ
ト
ナ
ム
を
拠
点
に

 

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
へ
展
開

他
社
の
業
務
用
バ
イ
ク
の
航
続
距
離
は

三
十
五
～
六
十
五
キ
ロ
で
あ
る
の
に
対
し
、

同
社
の
主
力
製
品
「
B
I
Z
M
O 

Ⅱ
」
は

百
五
十
キ
ロ
と
圧
倒
的
な
距
離
を
誇
る
。
最

少
五
十
台
か
ら
の
小
ロ
ッ
ト
生
産
の
た
め
、

ベトナム・ハノイの中心街にあるショールーム

今年4月には、韓国のIT企業テインアイシティ社
と業務協約を締結（左が山本朋広社長）。E-モビリ
ティ事業の推進のため技術的、営業的なインフラ
の構築に協力し合う

主力商品のBIZMO Ⅱ。航続距離150kmは他社の2.5～4倍
にも及ぶ

ベトナムで発売後2カ月半で800台が完売した
「E-08」

小野哲也取締役

写真提供：株式会社ツバメ・イータイム　◆株式会社ツバメ・イータイム：0827（35）5258   URL http://e-time.tsubame-group.co.jp
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《
鳥
取
県
米
子
市
》

資
格
を
持
ち
な
が
ら
休
職
中
の
潜
在
看
護
師
ら
と
共
に

利
用
者
目
線
で
介
護
や
育
児
を
支
援
す
る
神
戸 

貴
子
さ
ん

自
ら
の
経
験
を
基
に
、
公
共
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
隙
間
を
カ
バ
ー
す
る
民
間
の
看
護
・
介
護
・
育
児
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
立
ち
上
げ
た
。
退
職
し
家
庭
に
入
っ
た

女
性
が
、
看
護
師
や
介
護
士
、
保
育
士
な
ど
の
資
格
を
生
か
し
、
自
ら
時
間
を
決
め
て
働
け
る
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

p r o f i l e

神戸 貴子〈かんべ・たかこ〉

N．K．Cナーシング コア コーポレーション合同会社代表
1974年福岡県生まれ。神戸市の看護学校を卒業後、看護師として勤務。結婚後、2人目の
妊娠を機に家庭に入る。2014年個人事業主として「わたしの看護婦さん」を立ち上げる。
翌年法人化し、N．K．Cナーシング コア コーポレーション合同会社を設立。2018年第1回中国
地域女性ビジネスプランコンテスト SOERUで大賞の中国経済産業局長賞を受賞した。

文：山根 み佳（島根県出雲市在住）    写真撮影：佐野 明美（島根県松江市在住）

二
十
代
で
経
験
し
た

介
護
と
育
児
の
ダ
ブ
ル
ケ
ア

福
岡
県
で
生
ま
れ
育
っ
た
神
戸
貴
子
さ
ん

は
、
神
戸
市
の
看
護
学
校
を
卒
業
後
、
病
院

で
看
護
師
と
し
て
勤
務
し
た
。
結
婚
後
女
児

に
恵
ま
れ
、
次
女
の
妊
娠
を
機
に
病
院
を
退

職
。
十
五
年
前
に
夫
の
転
勤
で
米
子
市
に
移

り
住
ん
だ
。

二
人
の
子
育
て
に
追
わ
れ
る
中
、
同
市

に
住
む
夫
の
親
戚
の
介
護
を
頼
ま
れ
、
二
十

代
で
介
護
と
育
児
の
ダ
ブ
ル
ケ
ア
を
経
験
す

る
。
娘
の
運
動
会
の
日
に
緊
急
で
伯
母
を
病

院
へ
連
れ
て
行
っ
た
り
と
、
日
常
の
中
で
胸

が
張
り
裂
け
る
よ
う
な
思
い
を
し
た
こ
と
が

何
度
も
あ
っ
た
。

「
緊
急
の
と
き
に
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
さ
ん

や
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
に
病
院
受
診
の
付
き
添
い

を
お
願
い
し
て
も
断
ら
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。
そ
れ
は
介
護
保
険
適
用
外
で
、
家
族
の

す
る
こ
と
だ
と
」

介
護
は
、
家
族
が
し
て
当
た
り
前
。
幼
児

と
赤
ん
坊
を
抱
え
る
神
戸
さ
ん
に
向
け
ら
れ

た
「
み
ん
な
が
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
」

の
言
葉
は
、
重
い
響
き
を
伴
っ
て
胸
の
奥
底

に
沈
ん
で
い
っ
た
。

潜
在
看
護
師
と
し
て

何
が
で
き
る
か

そ
れ
か
ら
十
年
。
介
護
を
終
え
て
子
ど
も

た
ち
も
無
事
に
成
長
し
、
次
女
が
中
学
三
年

生
に
な
っ
た
こ
ろ
、
神
戸
さ
ん
は
自
分
の
人

生
を
見
つ
め
直
し
た
。

「
娘
た
ち
は
卒
業
し
た
ら
都
会
に
出
る
と
言

い
ま
す
し
、
私
も
将
来
自
分
で
で
き
る
こ
と

を
見
つ
け
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
周
囲
の
友
人
の
間
で
は
少
し
ず

つ
親
た
ち
の
介
護
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
話
を
聞
く
と
、
あ
れ
か
ら
十
年
経
っ
て

も
介
護
の
現
場
は
何
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
当
時
の
大
変
さ
を
思
い
出
し
、
私

の
よ
う
に
看
護
師
の
資
格
を
持
っ
た
〝
潜
在

看
護
師
〟
に
も
何
か
で
き
る
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
が
湧
き
上
が
っ

て
き
た
の
で
す
」

そ
れ
ま
で
、
自
治
体
の
健
康
診
断
の
現

場
な
ど
で
不
定
期
に
働
い
て
い
た
神
戸
さ

ん
は
、「
本
格
的
に
始
動
す
る
な
ら
、
今
」

と
、
四
十
歳
に
な
っ
た
二
〇
一
四
（
平
成

二
十
六
）
年
に
米
子
商
工
会
議
所
が
主
催
す

る
起
業
塾
に
通
い
始
め
る
。
そ
こ
で
起
業
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
賛
同
す
る
友
人
の
元

看
護
師
と
三
人
で
、
個
人
事
業
主
と
し
て
保

険
適
用
外
サ
ー
ビ
ス
「
わ
た
し
の
看
護
婦
さ

ん
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

保
険
適
用
外
の
隙
間
を
埋
め
る

介
護
サ
ー
ビ
ス

「
わ
た
し
の
看
護
婦
さ
ん
」
は
、
介
護
保
険

や
医
療
保
険
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
病
院

の
付
き
添
い
な
ど
の
行
為
を
、
看
護
師
や
介

護
士
の
資
格
を
持
つ
ス
タ
ッ
フ
が
行
う
サ
ー

ビ
ス
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
病
院
・
外
出

の
付
き
添
い
か
ら
、健
康
確
認
の
訪
問・電
話
、

お
盆
の
準
備
、
墓
参
り
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
思
い
つ
い
た
の

は
、
実
際
に
介
護
す
る
中
で
保
険
の
壁
や
不

都
合
を
た
び
た
び
実
感
し
た
か
ら
だ
。
入
浴

や
見
守
り
、
掃
除
や
食
事
の
用
意
な
ど
保
険

適
用
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が
事
前
に
立
て
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
に

沿
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
て
、

た
と
え
当
日
に
気
分
が
乗
ら
な
く
て
も
変
更

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
食
事
の
用
意
や
買
い

物
も
本
人
分
だ
け
と
決
ま
っ
て
お
り
、
明
確

に
線
引
き
が
さ
れ
て
い
る
。
保
険
適
用
外
の

隙
間
を
補
塡
す
る
こ
と
で
、
よ
り
円
滑
な
介

護
が
実
現
で
き
る
と
考
え
た
。

し
か
し
事
業
は
、
最
初
か
ら
う
ま
く
展
開

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
民
間
に
よ
る
介

護
や
看
護
の
有
償
サ
ー
ビ
ス
の
文
化
は
、
米

子
で
は
ま
だ
根
付
い
て
い
な
か
っ
た
。

保
険
適
用
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
利
用

し
に
く
い
面
が
あ
っ
て
も
、
一
割
負
担
の

料
金
で
済
む
。
そ
こ
が
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

だ
。
一
方
、「
わ
た
し
の
看
護
婦
さ
ん
」
の

料
金
設
定
は
、
病
院
の
付
き
添
い
で
一
時
間

二
千
六
百
円
（
会
員
価
格
）。
保
険
が
き
か

な
い
の
で
全
額
負
担
に
な
る
。

「
形
が
な
い
サ
ー
ビ
ス
だ
け
に
、
料
金
設
定

は
悩
み
ま
し
た
。『
受
診
は
ワ
ン
コ
イ
ン
で

済
む
』『
声
掛
け
や
安
否
確
認
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
』
と
い
う
認
識
が
根
強
い
た
め
、
そ
の
価

値
観
の
転
換
が
難
し
か
っ
た
で
す
」

想
像
し
た
通
り
、
最
初
は
申
し
込
み
が
少

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
遠
方
に
住
む

家
族
か
ら
の
依
頼
が
入
り
始
め
、
徐
々
に
数

は
増
え
て
い
っ
た
。

特
に
需
要
が
あ
る
の
は
病
院
の
付
き
添
い

で
、
専
門
性
の
高
い
ド
ク
タ
ー
の
説
明
も

分
か
り
や
す
く
伝
え
て
く
れ
る
と
評
判
だ
。

天気のいい日に一緒に散歩したり、病院に付き添ったりすることは保険適用の介護ではできない。「わたしの看護婦さん」は、利
用者に自由で安心感のある暮らしを提供できるサービスでもある　写真提供：N．K．Cナーシング コア コーポレーション合同会社
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江
戸
時
代
、
長
州
藩
が
生
産
を
奨
励
し
収
入

源
と
し
て
い
た
の
が
、
米
、
紙
、
塩
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
白
い
こ
と
か
ら
「
防ぼ

う

長ち
ょ
う

三さ
ん

白ぱ
く

」
と
呼

ば
れ
た
（
蠟
を
加
え
「
防
長
四よ

ん

白ぱ
く
」
と
呼
ぶ
こ

と
も
あ
る
）。
八や

百お

新し
ん

酒
造
が
立
つ
今
津
川
の

ほ
と
り
は
、
か
つ
て
こ
の
防
長
三
白
の
物
流
の

拠
点
で
あ
り
、
船
積
み
さ
れ
た
米
や
和
紙
を
蔵

へ
運
ぶ
た
め
、
川
土
手
に
は
階
段
状
の
船
着
場

が
あ
っ
た
。
こ
の
階
段
状
の
船
着
場
こ
そ
、
銘

柄
の
名
と
な
っ
た
「
雁
木
」
で
あ
る
。

　

雁
木
が
誕
生
し
た
の
は
二
〇
〇
〇
（
平
成

十
二
）
年
。
酒
税
法
の
改
正
で
日
本
酒
業
界

が
大
き
く
変
わ
る
中
、「
こ
だ
わ
っ
て
美
味
し

い
酒
を
造
ろ
う
」
と
酒
造
り
を
模
索
し
、
苦

労
の
末
に
生
ま
れ
た
名
酒
だ
。

　

昭
和
後
期
、
水
害
対
策
と
し
て
実
施
さ
れ

た
今
津
川
の
護
岸
工
事
に
よ
り
、
江
戸
の
遺

産
で
あ
る
雁
木
は
撤
去
さ
れ
、
周
辺
の
井
戸

水
は
変
質
し
た
。

「
他
所
か
ら
水
を
も
ら
っ
て
酒
を
造
る
こ
と
に

な
り
大
変
で
し
た
」
と
五
代
目
の
小
林
久
茂

社
長
は
振
り
返
る
。
そ
の
後
水
質
は
元
に
戻

り
、
現
在
は
再
び
今
津
川
の
源
流
・
錦
川
水

系
の
井
戸
水
を
仕
込
水
に
し
て
い
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
名
酒
は
、
定
番
商
品
の
一

つ
で
あ
る「
雁
木　

ノ
弐
」。
加
水
、
火
入
れ
、

認
知
症
で
病
状
の
伝
達
が
難
し
い
場
合
は
、

本
人
に
代
わ
っ
て
報
告
書
を
作
成
し
、
家
族

に
メ
ー
ル
で
伝
え
る
。
遠
く
に
住
む
家
族
に

と
っ
て
は
、
看
護
師
の
資
格
を
持
っ
た
ス
タ
ッ

フ
な
ら
で
は
の
安
心
感
が
あ
る
よ
う
だ
。

「
報
告
書
は
メ
ー
ル
で
送
っ
て
い
ま
す
。
ご
家

族
は
空
き
時
間
に
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
で

チ
ェ
ッ
ク
で
き
、
写
真
で
利
用
者
の
様
子
も

見
ら
れ
る
た
め
、と
て
も
喜
ば
れ
て
い
ま
す
」

要
望
を
受
け
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
も
開
始

「
わ
た
し
の
看
護
婦
さ
ん
」
が
少
し
ず
つ

広
が
る
に
つ
れ
て
、「
有
資
格
者
が
携
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

も
ぜ
ひ
始
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望
が
生

ま
れ
た
。
神
戸
さ
ん
た
ち
が
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
も
行
え
ば
、
利
用
者
は
、
保
険
が
使
え

る
入
浴
や
買
い
物
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
通
り
に
利

用
し
、
そ
れ
以
外
は
「
わ
た
し
の
看
護
婦
さ

ん
」
を
利
用
し
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
自

由
度
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
在
宅
で
一
日
最

大
二
十
時
間
の
利
用
が
可
能
に
な
る
。

こ
う
し
た
声
を
受
け
、
翌
年
の
二
〇
一
五

（
平
成
二
十
七
）
年
に
Ｎ
．Ｋ
．Ｃ
ナ
ー
シ
ン

グ 

コ
ア 

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
合
同
会
社
を

設
立
し
、
さ
ら
に
介
護
保
険
適
用
サ
ー
ビ
ス

の「
メ
デ
ィ
カ
ル
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

時
間
や
働
き
方
を
自
分
で
選
ぶ

新
し
い
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
の
創
出

現
在
、
会
社
で
は
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
五

人
を
含
め
、
十
八
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
働
い
て

い
る
。
看
護
師
、
介
護
士
が
チ
ー
ム
と
し
て

情
報
を
共
有
し
利
用
者
に
接
す
る
た
め
、
利

用
者
が
発
す
る
サ
イ
ン
に
気
付
き
や
す
く
、

病
気
の
予
防
や
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
好
循

環
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
保
育
士
資
格

を
持
つ
ス
タ
ッ
フ
も
同
社
に
加
わ
り
、
病
児

保
育
や
見
守
り
な
ど
へ
と
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充

さ
せ
て
き
た
。

同
社
で
は
、
子
育
て
世
代
、
自
由
に
自
分

の
時
間
が
使
え
る
世
代
、
リ
タ
イ
ア
世
代
な

ど
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
生
の
ス
テ
ー
ジ
に
い

る
ス
タ
ッ
フ
が
、
働
く
時
間
や
ス
タ
イ
ル
を

自
分
で
選
択
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
齢
層
も

広
く
、
盆
ち
ょ
う
ち
ん
の
飾
り
付
け
や
団
子

作
り
に
は
、
七
十
三
歳
の
最
高
齢
ス
タ
ッ
フ

が
活
躍
す
る
。

年
齢
や
得
意
分
野
に
幅
が
あ
れ
ば
、
適
材

適
所
の
サ
ー
ビ
ス
が
届
け
ら
れ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
働
く
場
所
が
あ
っ
て
社
会
貢
献
で

き
れ
ば
、
何
歳
に
な
っ
て
も
人
は
一
層
輝
け

る
と
神
戸
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

「
今
後
の
課
題
は
、
働
き
た
い
人
の
発
掘
と

育
成
で
す
。看
護
や
介
護
の
仕
事
は
、ロ
ボ
ッ

ト
に
代
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
何
と
し
て
も
温
か

い
手
を
届
け
た
い
。
働
き
方
改
革
の
観
点
か

ら
も
、
家
庭
に
入
っ
て
い
る
潜
在
有
資
格
者

に
、
隙
間
の
時
間
を
利
用
し
て
働
い
て
も
ら

う
の
が
一
番
有
効
だ
と
思
い
ま
す
」

神
戸
さ
ん
は
、
そ
の
先
見
性
あ
る
事
業
が

評
価
さ
れ
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
一

月
に
は
、
中
国
経
済
産
業
局
や
一
般
社
団
法

人
中
国
経
済
連
合
会
な
ど
が
主
催
す
る
「
第

一
回
中
国
地
域
女
性
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
コ
ン

八百新酒造株式会社
創業　1877（明治10）年
山口県岩国市今津町3-18-9
TEL 0827-21-3185
http://www.yaoshin.co.jp
年間生産量　1,400石（252㎘/14万升） 凝った装飾が随所に光る本店建物の展示スペース

ろ
過
を
せ
ず
、
搾
っ
た
酒
の
持
ち
味
を
そ
の

ま
ま
ボ
ト
ル
に
詰
め
た
生
原
酒
だ
。
口
に
含

ん
だ
と
き
に
鼻
か
ら
抜
け
て
い
く
含
み
香
が

特
徴
だ
が
、
立
ち
上
が
る
香
り
は
穏
や
か
な

た
め
、
繊
細
な
味
付
け
の
和
食
に
合
わ
せ
て

も
邪
魔
に
な
ら
な
い
。
ま
た
酸
が
し
っ
か
り

と
あ
る
た
め
、
味
付
け
の
濃
い
洋
食
と
も
相

性
が
い
い
。
冷
蔵
庫
か
ら
出
し
た
瓶
が
汗
を

か
き
始
め
る
く
ら
い
の
、
十
二
～
十
三
℃
が

最
も
お
い
し
く
飲
め
る
温
度
だ
と
い
う
。

　

こ
の
名
酒
と
一
緒
に
味
わ
い
た
い
の
が
、

お
ぼ
ろ
豆
腐
で
あ
る
。
特
に
岩
国
市
本
郷
町

の
湧
き
水
で
作
ら
れ
た
、
な
か
た
豆
腐
店
の

お
ぼ
ろ
豆
腐
は
、
雁
木
の
う
ま
味
や
深
み
、

繊
細
さ
を
際
立
た
せ
る
。「
き
れ
い
な
素そ

地じ

の

上
に
絵
を
描
く
よ
う
だ
」
と
小
林
社
長
も
絶

賛
す
る
こ
の
お
ぼ
ろ
豆
腐
は
、水
を
探
し
回
っ

て
い
た
こ
ろ
に
出
合
っ
た
一
品
だ
。

　

八
百
新
酒
造
は
社
員
全
員
で
酒
を
造
り
、
営

業
し
、
販
売
す
る
。「
お
客
さ
ま
の
反
応
が
直

接
分
か
る
た
め
、自
覚
が
生
ま
れ
ま
す
し
、酒
の

改
良
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」と
小
林
社
長
。

毎
週
社
内
で
試
飲
会
を
開
き
、
各
々
が
意
見
を

交
わ
し
、
次
の
酒
を
考
え
て
い
く
。
一
段
ご
と

に
高
み
を
目
指
し
洗
練
さ
せ
て
い
く
酒
造
り

は
、
雁
木
を
上
る
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

こ
の
名
酒
に
こ
の
一
品

お
ぼ
ろ
豆
腐

《
山
口
県
岩
国
市
》
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雁
木   

ノ
弐   

純
米
吟
醸  

無
濾
過
生
原
酒

写真撮影：竹重 満憲（山口県岩国市在住）　料理協力：なかた豆腐店（山口県岩国市本郷町本谷797  TEL 0827-75-2850） ◆N．K．Cナーシング コア コーポレーション合同会社：0859（30）4856   URL http://my-nurse.jp
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に

「わたしの看護婦さん」を利用することで、遠方に住む家族はより気軽に
帰省できるようになり、コミュニケーションが深まる場合が多いという
写真提供：N．K．Cナーシング コア コーポレーション合同会社

テ
ス
ト 

S
O
E
R
U
」
で
、
大
賞
の
中
国
経

済
産
業
局
長
賞
を
受
賞
し
た
。

近
年
、
中
国
地
域
で
は
遠
距
離
介
護
が

増
加
し
、
都
会
に
住
む
子
ど
も
た
ち
か
ら
の

S
O
S
を
受
け
取
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
と

い
う
。
親
の
介
護
に
直
面
す
る
世
代
は
、
介

護
を
理
由
に
休
ん
だ
り
、
離
職
し
た
り
す
る

こ
と
が
難
し
い
人
が
多
い
。
ま
た
、
一
人
や

二
人
で
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
親
を
介
護
す
る

に
も
限
界
が
あ
る
。

「
介
護
は
、
受
け
る
人
の
み
な
ら
ず
、
介
護

す
る
立
場
の
人
が
い
か
に
満
足
で
き
る
か
も

大
切
」
と
神
戸
さ
ん
は
話
す
。「
わ
た
し
の

看
護
婦
さ
ん
」
を
は
じ
め
と
す
る
同
社
の

サ
ー
ビ
ス
は
、
遠
方
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の

「
新
し
い
形
の
親
孝
行
」
と
も
い
え
る
。
介

護
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
満
足
で
き
る
社
会

を
目
指
し
、
神
戸
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
も
多
く

の
人
々
に
安
心
を
届
け
て
い
く
。

女性起業家を対象とした第1回中国地域女性ビジネスプランコン
テストで、60名以上の応募者の中から中国経済産業局長賞に選ば
れた　写真提供：一般社団法人中国経済連合会
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奥
田 

元
宋

近
現
代
芸
術
再
発
見

お 

く　
　
　
　
　
　
　

だ

げ 

ん　
　

 　
　
　

そ 

う

9

［1912-2003］

元
宋
と
月

奥
田
元
宋
の
作
品
に
は
、
月
が
よ
く
描

か
れ
る
。
満
月
や
三
日
月
、
あ
る
い
は
山

の
稜
線
に
見
え
る
光
に
よ
っ
て
そ
の
存
在

を
示
唆
す
る
未
だ
姿
を
見
せ
な
い
月
。
そ

れ
ら
は
、
幾
多
の
山
河
を
訪
ね
歩
き
自
然

の
中
に
身
を
置
い
て
写
生
を
重
ね
た
画
家

自
身
の
姿
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
風
景
に
注

ぐ
画
家
の
透
徹
し
た
視
線
、
魂
そ
の
も
の

の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

奥
田
元
宋（
本
名
・
厳
三
）は
、一
九
一
二

（
明
治
四
十
五
）年
、
今
も
豊
か
な
自
然
が

残
る
広
島
県
の
山
あ
い
の
ま
ち
・
三
次
市

吉き

さ舎
町ち
ょ
う
に
生
ま
れ
た
。
自
然
に
対
し
て
人

一
倍
敏
感
だ
っ
た
厳
三
少
年
は
、「
太
陽
も

雲
も
月
も
、
手
を
伸
ば
せ
ば
つ
か
め
そ
う

だ
っ
た
」
と
い
う
故
郷
の
地
で
、
生
涯
の

テ
ー
マ
と
し
て
追
い
求
め
る
こ
と
と
な
る

自
然
の
無
限
の
奥
深
さ
を
た
っ
ぷ
り
と
肌

で
感
じ
、
自
身
の
原
風
景
と
し
て
心
に
刻

ん
だ
。

画
業
の
始
ま
り

中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
油
絵
を
始
め
、
画
家

へ
の
夢
を
膨
ら
ま
せ
た
が
、
美
術
学
校
へ
の

進
学
は
両
親
に
認
め
ら
れ
ず
、
遠
縁
に
あ
た

る
日
本
画
家
の
児
玉
希
望
に
弟
子
入
り
す
る

こ
と
が
辛
う
じ
て
許
さ
れ
た
。
東
京
で
児
玉

希
望
の
内
弟
子
と
な
り
、
一
九
三
六（
昭
和

十
一
）
年
の
文
展
鑑
査
展
に
《
三
人
の
女
性
》

で
初
入
選
。
翌
々
年
の
第
二
回
新
文
展
で
は

《
盲
女
と
花
》で
特
選
を
受
賞
し
た
。
そ
の

後
の
活
躍
は
目
覚
ま
し
く
、
都
会
に
生
き
る

女
性
や
歴
史
上
の
人
物
な
ど
を
描
い
て
高
い

評
価
を
受
け
る
。
し
か
し
、
戦
争
の
激
化
に

と
も
な
い
、
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
、

郷
里
へ
の
疎
開
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
八
月
に
は
終

戦
と
父
の
死
が
重
な
り
、
ま
た
、
故
郷
に
移

送
す
る
予
定
だ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
大
作
十
数

点
が
空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
戦
後
は
深
い
失
意
を
内
に
秘
め

て
の
再
出
発
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、

眼
前
に
広
が
る
自
然
の
美
し
さ
に
改
め
て
感

銘
を
受
け
た
元
宋
は
、
以
後
自
ら
を
「
風
景

画
家
」
と
し
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。

郷
里
で
の
再
出
発

戦
後
も
し
ば
ら
く
故
郷
に
身
を
置
き
な

が
ら
、
元
宋
は
月
を
テ
ー
マ
に
多
く
の
作
品

を
描
い
た
。
そ
の
発
端
は
、
画
室
か
ら
見
た

松
林
の
背
後
か
ら
昇
る
月
の
幻
想
的
な
美

し
さ
に
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
四
九（
昭
和

二
十
四
）年
の
第
五
回
日
展
で
特
選
を
受
賞

し
た《
待た

い

月げ
つ

》が
そ
の
代
表
的
な
作
例
で
あ

る
が
、
自
分
の
心
情
に
見
合
う
光
景
を
求

め
、
自
転
車
の
荷
台
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を

く
く
り
つ
け
、
必
死
に
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
探

し
回
っ
た
結
果
、
こ
の
時
期
に
描
か
れ
た

《
月
夜
》な
ど
一
連
の
月
の
絵
は
、現
在
珠
玉

の
逸
品
と
し
て
残
さ
れ
、
私
た
ち
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

そ
の
後
、
陽
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
明
る

い
海
岸
風
景
の《
花
ひ
ら
く
南
房
》、
絵
具

の
質
感
を
強
調
し
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
調
の

《
磐ば

ん

梯だ
い
》、
と
い
っ
た
具
合
に
作
風
を
目
ま
ぐ

る
し
く
転
換
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
昭
和

四
十
年
代
に
入
る
と
、
明
る
く
穏
や
か
な
風

景
を
再
現
的
に
描
き
、
そ
の
絵
画
世
界
に
一

層
の
奥
深
さ
や
親
し
み
や
す
さ
を
加
え
て

い
っ
た
。

元
宋
の
赤

大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
鮮
烈
な
赤

い
絵
具
に
よ
っ
て
屹き

つ

立り
つ
す
る
山
の
姿
を
描
い

た
一
九
七
五
（
昭
和
五
十
）
年
の《
秋

し
ゅ
う

嶽が
く

紅こ
う

樹じ
ゅ

》で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
元
宋
は
、

新
た
な
表
現
の
地
平
を
切
り
開
い
た
。
次

第
に
直
接
的
な
激
し
さ
は
影
を
潜
め
な
が

ら
、
自
然
の
中
に
宗
教
的
な
寓ぐ

う

意い

を
見
い

だ
す
静せ

い

謐ひ
つ

さ
に
包
ま
れ
た
風
景
画
へ
と
展

開
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
は
「
元

宋
の
赤
」
と
称
さ
れ
、
画
家
の
代
名
詞
の

よ
う
に
も
な
っ
た
。
元
宋
の
絵
画
の
中
に

再
び
月
が
頻
出
す
る
の
も
、
赤
い
風
景
の

出
現
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。

大
画
面
の
構
築

大
画
面
の
制
作
に
も
精
力
的
に
取
り
組
ん

だ
。
一
九
八
七
（
昭
和
六
十
二
）
年
の
「
幽ゆ

う

玄げ
ん

讃さ
ん

歌か 

奥
田
元
宋
展
」
に
あ
わ
せ
て
発
表

さ
れ
た
《
紅こ

う

嶺れ
い

》《
白は
く

嶂し
ょ
う》《
春し
ゅ
ん

耀よ
う

》《
彩さ
い

苑え
ん

》

と
い
っ
た
大
作
の
数
々
は
、
今
も
圧
倒
的
な

迫
力
で
見
る
者
に
訴
え
か
け
て
く
る
記
念
碑

的
な
作
品
群
で
あ
る
。

平
成
に
入
っ
て
か
ら
も
、
赤
を
基
調
と
し

た
画
家
の
胸
中
山
水（
心
象
風
景
）を
思
わ

せ
る
諸
作
を
連
年
発
表
す
る
が
、
特
筆
す
べ

永井 明生〈ながい・あきお〉

1971年広島県生まれ。1996年より
広島県立美術館に勤務し、主に近現代
日本画を担当。2003年から三次市に
出向し、2006年に開館した奥田元宋・
小由女（さゆめ）美術館の開館準備に
たずさわる。2014年から奥田元宋・
小由女美術館に勤務。奥田元宋の師で
ある児玉希望の研究を継続するほか、
これまでに「児玉希望展」「上村松園展」

「平山郁夫展」「船田玉樹展」「川合玉
堂展」などの展覧会を企画。

奥入瀬渓流でスケッチをする奥田元宋
奥田元宋・小由女美術館提供

《花ひらく南房》　1954年　奥田元宋・小由女美術館寄託

《紅嶺》　1987年　奥田元宋・小由女美術館蔵

《秋嶽紅樹》 　1975年　練馬区立美術館蔵

《待月》 　1949年　広島県立美術館蔵

き
は
や
は
り
一
九
九
六（
平
成
八
）年
に
完

成
し
た
京
都
・
慈
照
寺（
銀
閣
寺
）の
障
壁

画（
計
四
十
一
面
）で
あ
ろ
う
。
画
業
の
集

大
成
と
も
言
え
る
こ
の
作
品
の
制
作
に
は

二
年
余
り
が
費
や
さ
れ
た
。

幼
い
こ
ろ
慣
れ
親
し
ん
だ
故
郷
の
風
景

を
原
風
景
と
し
て
心
に
刻
み
、
生
涯
の
テ
ー

マ
と
し
て
表
現
し
続
け
た
元
宋
。
月
の
イ

メ
ー
ジ
も
、
画
家
の
心
の
奥
深
く
に
刻
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
二
十
年
代
半
ば
に
は

特
に
画
家
の
心
を
強
く
引
き
付
け
て
、
月
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
一
連
の
作
品
が
生
み
出
さ

れ
、
そ
し
て
ま
た
何
十
年
と
い
う
時
を
経
た

後
に
、
画
家
の
心
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
、
再

び
画
面
の
中
に
登
場
し
て
き
た
の
だ
と
は
言

え
ま
い
か
。

元
宋
の
故
郷
は
、
霧
の
深
い
地
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
る
。
作
中
の
月
は
し
ば
し
ば
霧

に
け
ぶ
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
ま
た
画
家
の
心
に
息
づ
く
故
郷
の
風
景

の
一
部
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
文
・
永
井 

明
生
）

《月夜》　1950年ごろ　
奥田元宋・小由女美術館蔵
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韓か
ん

非ぴ

子し

と
そ
の
思
想

古
典
に
学
ぶ

4

津
山
工
業
高
等
専
門
学
校 

教
授

杉
山 

明

戦
国
時
代
と
韓
非

秦
が
統
一
す
る
前
の
数
百
年
間
、
中
国
大

陸
は
多
く
の
国
に
分
裂
し
、
強
国
が
弱
小
国

を
侵
略
、
併へ

い

呑ど
ん

す
る
弱
肉
強
食
、
群
雄
割
拠

の
時
代
で
あ
っ
た
。
中
で
も
有
力
だ
っ
た
、

燕え
ん
、
韓か
ん

、
魏ぎ

、
趙ち
ょ
う

、
斉せ
い

、
秦し
ん

、
楚そ

の
七
カ
国

を
「
戦
国
の
七し

ち

雄ゆ
う

」
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に

言
う
と
戦
国
七
カ
国
が
あ
た
か
も
プ
ロ
野
球

の
リ
ー
グ
戦
の
よ
う
に
覇
を
競
っ
た
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
は
西
の
新
興
国
、
秦
が
東
へ

東
へ
と
進
出
し
て
く
る
の
を
他
の
六
カ
国
が

同
盟
と
離
反
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
懸
命
に

防
ぎ
続
け
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
る
。

韓
非
の
生
ま
れ
た
韓
は
、
地
理
的
な
要

因
も
あ
っ
て
、
秦
の
圧
迫
を
最
も
強
く
受
け

た
国
で
あ
る
。
韓
非
は
儒
家
の
荀じ

ゅ
ん

子し

に
学
び

そ
の
「
性
悪
説
（
人
の
本
性
は
悪
で
あ
る
）」

を
哲
学
的
背
景
と
し
、
こ
れ
に
商し

ょ
う

鞅お
う

の
「
法

（
法
律
主
義
）」
と
申し

ん

不ふ

害が
い

の
「
術
（
家
臣
団

統
率
の
た
め
の
技
術
）」
を
組
み
入
れ
、
独

自
の
法
家
思
想
を
完
成
さ
せ
た
。
国

難
を
憂
え
た
韓
非
は
何
度
も
韓
王
に

上
書
し
て
富
国
強
兵
を
説
い
た
が
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
失
意

の
中
、
自
ら
の
思
想
を
十
万
余
言
の

書
に
著
し
た
。
現
在
に
残
る
「
韓
非

子
」
で
あ
る
。
漢
文
の
教
科
書
に
出

て
く
る
「
矛
盾
」「
株
を
守
る
」「
逆
鱗
」

等
の
故
事
成
語
の
出
典
と
し
て
も
名

高
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
お

も
し
ろ
話
、
昔
話
で
は
な
い
。「
株
を
守
る
」

は
儒
家
が
古
代
の
聖
人
に
よ
る
仁
政
を
称
賛

し
「
い
に
し
え
に
帰
れ
」
と
主
張
す
る
の
を
、

た
ま
た
ま
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
を
必
然
と
信

じ
る
愚
か
な
農
民
に
例
え
た
も
の
、「
矛
盾
」

は
堯ぎ

ょ
う

、
舜し
ゅ
ん

と
い
う
伝
説
の
二
人
の
聖
人
が
、

と
も
に
善
政
を
行
っ
た
こ
と
は
合
理
的
に
は

あ
り
得
な
い
こ
と
を
皮
肉
っ
た
も
の
、「
逆

鱗
」
は
王
を
龍
に
な
ぞ
ら
え
、
侵
し
て
は
い

け
な
い
絶
対
権
力
と
し
た
も
の
だ
。
ユ
ニ
ー

ク
な
例
え
話
で
相
手
を
説
き
伏
せ
納
得
さ
せ

る
、
そ
の
巧
み
な
話
術
も
「
韓
非
子
」
の
大

き
な
魅
力
の
一
つ
だ
ろ
う
。

韓
非
の
思
想

韓
非
の
思
想
を
一
朝
一
夕
に
理
解
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
あ
え
て
そ
の
要
諦
を
述
べ

る
な
ら
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
法
律
第
一
主
義

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
法
律
が
優
先
す
る
。
た

と
え
王
族
で
あ
っ
て
も
例
外
は
許
さ
れ
な

い
。
同
様
の
思
想
は
韓
非
以
前
か
ら
あ
っ
た

が
、
韓
非
は
こ
れ
を
体
系
化
し
、
よ
り
厳
格

な
も
の
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
王
権
と
国
家

権
力
を
高
め
、
強
固
な
中
央
集
権
国
家
を
完

成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

二
、
信
賞
必
罰

君
主
が
臣
下
を
督と

く

励れ
い

し
国
民
を
統
率
す
る

た
め
に
は
「
二に

柄へ
い
（
刑
と
徳
）」、
す
な
わ
ち

信
賞
必
罰
が
必
須
と
し
た
。
功
績
が
あ
れ
ば

こ
れ
を
称
え
て
も
れ
な
く
恩
賞
を
与
え
、
罪

が
あ
れ
ば
必
ず
重
く
罰
す
る
。「
賞
」
は
臣

下
、
国
民
に
よ
り
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
、

「
罰
」
は
臣
下
、
国
民
に
悪
事
を
行
わ
せ
な

い
と
と
も
に
、
君
主
の
権
力
を
示
す
た
め
で

も
あ
る
。

三
、
名
分
一
致

官
僚
は
職
名
と
職
分
が
一
致
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
時
に
も
職
名
に
該

当
す
る
職
務
は
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
職
名
を
超
え
た
職
務
を
実
行
し
て
は
な

ら
な
い
。
王
以
外
の
特
定
の
人
物
に
権
力
や

人
望
が
集
中
し
て
国
家
制
度
が
危
う
く
な
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
う
た
た
寝
を
し

て
い
た
王
を
見
て
、
風
邪
を
ひ
か
ぬ
よ
う
に

と
上
着
を
か
け
た
典て

ん

冠か
ん

（
王
冠
の
管
理
者
）

を
罰
す
る
の
は
、
そ
の
職
務
が
職
名
を
超
え

た
か
ら
で
あ
り
、何
も
し
な
か
っ
た
典て

ん

衣い

（
王

の
衣
服
の
管
理
者
）
を
罰
す
る
の
は
、
そ
の

職
務
を
全
う
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

法
家
思
想
と
富
国
強
兵

韓
非
の
思
想
を
最
も
よ
く
取
り
入
れ
実
践

し
た
の
は
、
皮
肉
に
も
韓
に
と
っ
て
最
大
の

脅
威
で
あ
る
秦
で
あ
っ
た
。
秦
王
（
後
の
始

皇
帝
）
は
韓
非
の
書
を
見
て
深
く
感
銘
を
受

け
、
何
と
か
し
て
韓
非
を
秦
に
招
こ
う
と
し
、

韓
を
武
力
で
圧
迫
し
、
韓
非
を
使
者
と
し
て

秦
に
送
る
よ
う
迫
っ
た
。
当
時
の
秦
の
宰
相

は
韓
非
に
と
っ
て
は
同
門
の
李り

斯し

で
あ
っ
た

が
、
李
斯
は
韓
非
を
歓
迎
し
な
か
っ
た
。
韓

非
の
才
能
を
熟
知
す
る
李
斯
は
、
非
情
な
秦

王
が
自
分
を
更
迭
し
て
韓
非
を
用
い
る
こ
と

を
恐
れ
、
秦
王
に
讒ざ

ん

言げ
ん

し
て
韓
非
を
牢
獄
に

つ
な
い
だ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
毒
殺
し

て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
り
に
有
能
過
ぎ
た
男
の

悲
劇
で
あ
る
。

秦
王
の
下
、
法
家
思
想
に
よ
っ
て
富
国

強
兵
を
進
め
た
秦
の
国
力
は
着
実
に
伸
長
し

た
。
産
業
振
興
に
よ
っ
て
経
済
力
が
増
し
、

鉄
の
規
律
を
誇
る
軍
隊
が
組
織
さ
れ
た
。
信

歴
史
を
学
ぶ
の
は
、
そ
こ
か
ら
教
訓
を
得

て
今
の
世
の
中
に
生
か
す
た
め
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
韓
非
の
生
涯
と
秦
の
歴
史
か
ら
得

る
も
の
は
何
だ
ろ
う
。
秦
が
他
の
六
カ
国
を

滅
ぼ
し
覇
者
と
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
法

家
思
想
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
戦
国
時

代
の
よ
う
な
非
常
時
に
あ
っ
て
は
、
国
を
強

く
し
、
統
制
を
厳
し
く
し
な
く
て
は
生
き
残

れ
な
い
。
し
か
し
統
一
が
終
了
し
平
和
な
時

代
が
や
っ
て
来
る
と
、
法
律
絶
対
と
厳
罰
主

義
で
は
人
々
の
生
活
は
息
苦
し
く
、
厭え

ん

世せ
い

観か
ん

（
悲
観
主
義
）が
増
す
。
秦
に
代
わ
っ
た
漢
は

儒
教
を
国
教
と
し
徳
治
主
義（
道
徳
に
よ
り

民
を
治
め
る
政
治
）に
よ
る
政
治
を
進
め
、

二
百
年
以
上
と
い
う
長
期
政
権
と
な
っ
た
。

乱
世
の
法
家
思
想
、
平
時
の
儒
家
思
想
と
い

う
結
論
は
、
安
直
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
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戦
国
の
七
雄
の
一
国
に
生
ま
れ
た
思
想
家
の
韓
非
は
、
法
と
術
を
組
み

入
れ
た
独
自
の
法
家
思
想
を
書
に
記
し
た
。
乱
世
に
終
止
符
を
打
っ
た

こ
の「
韓
非
子
」に
は
、ど
ん
な
思
想
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

夫
竜
之
爲
虫
也
、
可
柔
狎
而
騎
也
、

然
其
喉
下
有
逆
鱗
徑
尺
、

若
人
有
嬰
之
者
、
則
必
殺
人
、

人
主
亦
有
逆
鱗
、

説
者
能
無
嬰
人
主
之
逆
鱗
、
則
幾
矣
、

そ
も
そ
も
竜
と
い
う
動
物
は
、
そ
れ
を
飼
い
な
ら
し
て

乗
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
の
ど
の
下
に

直
径
一
尺
ほ
ど
の
逆
さ
の
鱗
が
あ
っ
て
、

も
し
だ
れ
か
が
そ
れ
に
さ
わ
っ
た
り
す
る
と
、

必
ず
そ
の
人
を
殺
し
て
し
ま
う
。

君
主
に
も
ま
た
こ
の
逆
さ
の
鱗
が
あ
る
の
だ
。

君
主
に
説
く
者
、
君
主
の
そ
の
逆
鱗
に
ふ
れ
な
い
で
お
れ
る

な
ら
、
ほ
ぼ
説
得
に
成
功
す
る
だ
ろ
う
。

ー
『
韓
非
子
』
ー
説
難
第
十
二
よ
り
ー

出
典
：『
韓
非
子 

第
一
冊
』（
金
谷
治
訳
、
岩
波
書
店
）

長城

長
江

燕
斉

楚韓
秦

魏
趙

燕
周の武王の弟、召公奭を祖と
し、薊（北京付近）に都して、
現在の河北・遼寧省と朝鮮半
島北部を領有した。

斉
周の武王によって封ぜら
れた国を、のちに重臣の
田氏が国政を奪い建国。
前4世紀後半に最盛期を
迎え、山東省の全域を支
配した。

楚
長江中流域を領有。都は郢。春秋
時代中期には陳・鄭・宋などを
圧迫し、晋と対立した。

秦
紀元前771年、周の諸侯
に列せられて以後、陝西
省中央部を流れる渭水に
沿って東進。勢力を拡大
して、前249年に周を滅
ぼし、始皇帝のときには
六国を滅ぼし中国大陸を
統一した。

晋に仕えていた韓氏が、
魏氏・趙氏とともに晋を
滅ぼし、領土を三分。
この三国の誕生から
戦国時代が始まる。 えん

ちょう

しん

かん

ぎ

そ

せい

賞
必
罰
を
奉
じ
た
家
臣
団
も
よ
く
そ
の
責
務

を
果
た
し
た
。
秦
が
他
の
六
カ
国
を
滅
ぼ
し

中
国
大
陸
を
統
一
す
る
の
は
、
韓
非
の
死
か

ら
わ
ず
か
十
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
韓
非

の
思
想
は
秦
王
と
い
う
冷
酷
な
男
に
よ
っ
て

実
践
さ
れ
、
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

法
家
思
想
の
限
界

こ
う
し
て
全
国
制
覇
を
果
た
し
た
秦
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
命
運
が
尽
き
る
の
は
早

か
っ
た
。
始
皇
帝
と
い
う
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

の
病
死
の
後
、
各
地
で
反
乱
が
起
き
、
つ
い

に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
発
端
は
陳ち

ん

勝し
ょ
う、
呉ご

広こ
う

と
い
う
二
人
の
農
民
に
よ
る
反
乱

だ
っ
た
。
陳
勝
、
呉
広
は
都
、
咸か
ん

陽よ
う

の
土
木

工
事
を
命
ぜ
ら
れ
た
農
民
団
を
率
い
て
都
へ

向
か
っ
た
の
だ
が
、
大
雨
に
降
り
込
め
ら
れ
、

期
日
ま
で
に
到
着
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
定
め
ら
れ
た
期
日
に
遅
れ
れ
ば
、
厳
罰

主
義
の
秦
の
法
律
で
は
死
刑
だ
。
ど
う
せ
死

ぬ
な
ら
一
暴
れ
し
て
や
ろ
う
と
、
自
暴
自
棄

で
起
こ
し
た
反
乱
が
、
統
一
以
来
の
厳
罰

主
義
に
押
さ
え
付
け
ら
れ
て
い
た
人
々
の
支

持
を
得
て
た
ち
ま
ち
拡
大
、
最
終
的
に
は
秦

を
倒
す
こ
と
と
な
っ
た
、
項こ

う

羽う

や
劉り
ゅ
う邦ほ
うの
反

乱
を
引
き
起
こ
す
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ

た
。
秦
は
法
家
思
想
に
よ
っ
て
天
下
を
統
一

し
た
が
、
法
家
思
想
に
よ
っ
て
滅
ん
だ
と
言

え
る
。
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が
八
岐
大
蛇
退
治
の
折
に
得
た
天あ
め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

叢
雲
剣
の

記
念
碑
が
立
つ
山
頂
で
は
、
三
六
〇
度
の
大

パ
ノ
ラ
マ
を
味
わ
え
る
。

こ
の
二
つ
の
コ
ー
ス
の
ほ
か
、
南
側
の
日

南
町
の
広
域
基
幹
林
道
船
通
山
線
の
林
間
広

場
駐
車
場
か
ら
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
道
を
登
っ

て
林
間
広
場
に
入
り
、
山
頂
を
目
指
す
コ
ー

ス
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
コ
ー
ス
も
豊
か
な
植

生
に
恵
ま
れ
、
自
然
を
存
分
に
楽
し
め
る
山

で
あ
る
。

八や
ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇
伝
説
の
舞
台
で
あ
る
船
通
山
は
、

鳥
取
県
日に

ち

南な
ん

町
と
島
根
県
奥
出
雲
町
の
県
境

に
あ
る
高
さ
一
一
四
二
メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ

る
。
中
国
地
域
屈
指
の
カ
タ
ク
リ
の
群
生
地

で
、
見
頃
を
迎
え
る
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上

旬
は
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
。

わ
く
わ
く
プ
ー
ル
の
先
を
右
に
進
め
ば
鳥と

り

上か
み

滝た
き

コ
ー
ス
の
登
山
口
、
左
に
進
め
ば
、
亀

石
コ
ー
ス
の
登
山
口
に
た
ど
り
着
く
。
そ
れ

ぞ
れ
駐
車
場
が
あ
る
が
、
渓
流
沿
い
の
や
や

急
な
道
を
登
る
鳥
上
滝
コ
ー
ス
と
ブ
ナ
林
を

見
な
が
ら
登
る
緩
や
か
な
亀
石
コ
ー
ス
を
周

回
で
巡
る
の
が
お
薦
め
だ
。

鳥
上
滝
コ
ー
ス
は
石
畳
の
道
が
あ
り
、
途
中

で
何
度
か
沢
を
ま
た
ぎ
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。

登
山
口
か
ら
三
十
分
ほ
ど
で
、
斐ひ

伊い

川か
わ

の
源

流
で
あ
る
鳥
上
滝
に
到
着
。
そ
の
先
の
木
段

の
上
り
道
が
一
番
の
踏
ん
張
り
ど
こ
ろ
で
、

そ
こ
を
過
ぎ
る
と
カ
タ
ク

リ
が
登
山
客
を
出
迎
え
て

く
れ
る
。
遊
歩
道
で
亀
石

コ
ー
ス
と
合
流
し
、
山
頂

へ
。
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

山
を
あ
る
く

船
通
山

4

せ
ん
　
　
　
　
つ
う
　
　
　
　
　
　
ざ
ん

《
鳥
取
県
・
島
根
県
》

広域基幹林道
船通山線
広域基幹林道
船通山線

鳥取県日南町鳥取県日南町

島根県奥出雲町島根県奥出雲町

林間広場駐車場林間広場駐車場 林
間
広
場

林
間
広
場

避
難
小
屋

避
難
小
屋
天
狗
岩

天
狗
岩

金
明
水

金
明
水

烏
帽
子
岩

烏
帽
子
岩

イチイイチイ
避難小屋避難小屋

遊歩道遊歩道

亀石コース登山口亀石コース登山口

船通山林道
船通山林道

亀石高殿鈩跡亀石高殿鈩跡

鳥上滝鳥上滝

水路跡水路跡

炭焼窯跡が点在炭焼窯跡が点在

石畳の道石畳の道

WCWC
鳥上滝コース登山口鳥上滝コース登山口

伊伊
斐斐

川川

わくわくプールわくわくプール

わ
く
わ
く
プ
ー
ル

わ
く
わ
く
プ
ー
ル

わ
く
わ
く

プ
ー
ル

わ
く
わ
く

プ
ー
ル

斐乃上温泉
斐乃上荘
斐乃上温泉
斐乃上荘

民
宿
た
な
べ

民
宿
た
な
べ赤赤

川川
WCWC

11421142
船通山船通山

108

N

N

鳥上滝、亀石コースともに登山口から山頂までは 1時間強を要す　地図制作：磯部 祥行

一面にカタクリが広がる山頂。天気が良いと大山や三瓶山、隠岐諸島まで見渡せる

カタクリの花

天叢雲剣出顕之地の記念碑。
毎年7月28日には、ここで宣揚
祭（せんようさい）が催される
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