
　　

令
和
２
年
10
月
に
開
始
し
た
「
久
留
米

入
城
４
０
０
年
モ
ノ
語
り
」
も
、
今
回
が

最
終
回
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
Ｗ
ｅ
ｂ
連
載

で
も
、
久
留
米
藩
の
時
代
に
築
か
れ
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
〝
久
留
米
の
礎
〞
を
紹
介
し

て
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
都
市
・
久
留
米
は
、
江
戸
時
代

の
久
留
米
城
と
そ
の
城
下
町
を
基
礎
に
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
（
第
２
・
３
・

10
・
11
回
）。
現
代
の
生
活
基
盤
と
し
て
重

要
な
幹
線
道
路
は
、
か
つ
て
の
街
道
筋
に

あ
た
り
ま
す
（
第
９
回
）。

　

城
島
の
酒
や
瓦
の
製
造
は
、
江
戸
時
代

に
興
り
ま
し
た
。
久
留
米
絣
は
藩
の
産
業

と
し
て
も
奨
励
さ
れ
、
そ
の
伝
統
の
技
は

国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
（
第
12
回
）。

　

筑
後
川
と
と
も
に
生
き
る
人
々
の
長
い

歴
史
の
中
で
、
治
水
事
業
が
体
系
的
に
取
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歴
史
を
ふ
り
か
え
り
、

　
　
　
　

こ
れ
か
ら
の
１
０
０
年
に
活
か
す

久
留
米
入
城
４
０
０
年
の
こ
れ
か
ら

　
　
　

０
０
年
前
の
有
馬
豊
氏
久
留
米
入
城
か
ら
、
明
治
維
新
を
迎
え

　
　
　

る
ま
で
、
約
２
５
０
年
間
続
い
た
久
留
米
藩
の
時
代
。
こ
の
間

に
整
備
さ
れ
た
都
市
や
交
通
、
創
始
さ
れ
た
産
業
や
文
化
は
、
現
代
に

も
受
け
継
が
れ
、
暮
ら
し
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
４
０
０
年

と
い
う
節
目
は
、
様
々
な
分
野
や
視
点
か
ら
歴
史
を
振
り
返
り
、
そ
し

て「
こ
れ
か
ら
の
１
０
０
年
」の
ヒ
ン
ト
を
探
し
出
す
好
機（
チ
ャ
ン
ス
）

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

４

り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
久
留

米
藩
の
時
代
の
こ
と
で
し
た
（
第
８
回
後

編
）。
ま
た
、筑
後
川
の
利
水
は
、村
の
人
々

の
思
い
が
藩
を
あ
げ
て
の
事
業
に
結
実
し
、

現
在
の
豊
か
に
広
が
る
田
園
風
景
を
形
づ

く
り
ま
し
た
（
第
８
回
前
編
）。

　

こ
の
他
に
も
、
県
立
明
善
高
校
は
藩
校

の
明
善
堂
を
前
身
と
し
、「
医
者
の
ま
ち
久

留
米
」
の
ル
ー
ツ
を
辿
れ
ば
藩
の
医
学
館

に
至
り
ま
す
。

　

国
指
定
の
重
要
文
化
財
で
あ
り
、
名
所

と
し
て
も
名
が
挙
が
る
梅
林
寺
の
「
有
馬

家
霊
屋
」
や
、高
良
大
社
の
「
本
殿
、幣
殿
、

拝
殿
、
大
鳥
居
」
は
、
当
時
の
技
術
の
粋

を
集
め
て
建
立
さ
れ
、
そ
の
時
々
の
修
理

や
地
域
の
保
全
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
、
守

り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

久
留
米
藩
の
時
代
に
築
か
れ
た
礎
は
、

都
市
、
交
通
、
産
業
、
学
問
な
ど
多
岐
に

わ
た
り
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
、
今
日
の

暮
ら
し
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

１
江
戸
時
代
に
築
か
れ
た

　
　
　
　
久
留
米
の
礎

1

い
し
ず
え

あ
り
ま
と
よ
う
じ

へ
い
で
ん

お
お
と
り
い

か
す
り

た
ま
や

は
い
で
ん



　

歴
史
は
、
政
治
や
経
済
、
社
会
構
造
な

ど
の
大
き
な
流
れ
を
背
景
と
し
て
踏
ま
え

な
が
ら
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
「
誰
」
の

視
点
で
出
来
事
を
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、

大
き
く
見
え
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
言

い
換
え
れ
ば
、
同
じ
時
代
の
同
じ
出
来
事

に
対
し
て
も
、
視
点
に
よ
っ
て
い
く
つ
も

の
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
が
対
象
と
し
た
〝
江
戸

時
代
の
久
留
米
〞
に
つ
い
て
も
、
紹
介
し

た
い
く
つ
か
の
「
モ
ノ
語
り
」
以
外
に
、

数
多
く
の
多
様
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
存
在
し

ま
す
。

　

地
域
の
歴
史
を
現
代
に
活
か
し
、
未
来

へ
と
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
は
、
身
近
に

あ
る
歴
史
的
な
モ
ノ
に
目
を
向
け
、
考
え

て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

・
見
つ
け
守
り
、
活
か
し
伝
え
る

　

久
留
米
の
先
人
た
ち
が
残
し
た
足
跡
は
、

今
も
私
た
ち
が
暮
ら
す
市
内
の
い
た
る
所

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
過
去
の
産

物
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
生

き
る
時
代
に
つ
な
が
る
大
切
な
も
の
で
す
。

い
ま
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
言
葉
や
、
い

つ
も
通
る
道
路
、
食
べ
物
や
風
景
な
ど
、

日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
は
、
先
人
た

ち
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
も
の
で
す
。

　

久
留
米
市
で
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が

大
切
に
し
た
い
、
残
し
て
い
き
た
い
と
思

う
モ
ノ
・
コ
ト
を
歴
史
遺
産
と
位
置
付
け
、

「
見
つ
け
守
り
、
活
か
し
伝
え
る
」
た
め
の

取
組
を
始
め
ま
し
た
。「
久
留
米
市
文
化
財

保
存
活
用
地
域
計
画
」
は
、
そ
の
基
本
と

な
る
計
画
で
、
福
岡
県
で
初
め
て
国
の
認

定
を
受
け
ま
し
た
。
計
画
に
は
、
市
民
や

地
域
、
事
業
者
、
関
係
団
体
、
行
政
な
ど

が
協
働
し
て
歴
史
遺
産
を
守
り
、
活
か
し

て
い
く
取
組
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

４
０
０
年
と
い
う
節
目
は
、
１
０
０
年

単
位
で
過
去
や
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
好

機
で
す
。
モ
ノ
（
文
化
財
）
か
ら
歴
史
を

語
る
連
載
の
最
終
回
で
は
、
文
化
財
を
中

心
に
、〝
こ
れ
ま
で
〞
と
〝
こ
れ
か
ら
〞
に

つ
い
て
語
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

・
今
か
ら
１
０
０
年
前
・
・
・

　

大
正
10
年
（
１
９
２
１
）
５
月
９
日
、

久
留
米
城
本
丸
跡
を
メ
イ
ン
会
場
に
、
有

馬
豊
氏
の
入
城
３
０
０
記
念
祭
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
祭
典
の
次
第
や
記
念
品
な
ど
が

久
留
米
市
文
化
財
収
蔵
資
料
と
し
て
伝
わ

り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
旧
久
留
米
藩

領
の
市
町
村
、
経
済
・
金
融
団
体
、
地
域

が
協
力
・
連
携
し
て
、
演
舞
や
大
名
行
列
、

展
覧
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
催
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

す
で
に
廃
藩
置
県
か
ら
50
年
余
り
が

経
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
間
、
旧
藩
主
家

は
東
京
へ
移
り
、
久
留
米
城
の
建
物
は
次

第
に
解
体
さ
れ
、
堀
の
大
半
は
埋
め
ら
れ

て
い
き
ま
し
た
。
藩
の
記
憶
を
持
つ
人
々

は
い
た
も
の
の
、
江
戸
時
代
は
遠
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

・
文
化
財
保
護
の
こ
れ
ま
で

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
明
治
時
代
後
半
か

ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、
文
化
財
保
護
法

の
前
身
と
な
る
法
整
備
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

幕
末
以
来
の
動
乱
と
社
会
変
動
に
よ
っ
て

古
社
寺
や
旧
家
が
危
機
に
直
面
し
、
そ
の

貴
重
な
品
々
を
保
護
す
る
こ
と
が
、
近
代

国
家
と
し
て
の
急
務
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

久
留
米
市
で
は
、「
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念

物
保
存
法
」
に
よ
っ
て
、日
輪
寺
古
墳
（
京

町
）
や
カ
サ
サ
ギ
生
息
地
（
荒
木
町
、
大

善
寺
町
、
安
武
町
、
三
潴
町
、
城
島
町
）

が
国
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

戦
後
、
国
の
文
化
財
保
護
法
制
定
に
伴

い
、
県
や
市
町
村
で
も
条
例
が
制
定
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
文
化
財
の
指
定
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
久
留
米
城
跡
は
昭
和
58
年

（
１
９
８
３
）
に
県
指
定
史
跡
に
、
市
内
で

唯
一
の
武
家
屋
敷
で
あ
る
坂
本
繁
二
郎
生

家
は
平
成
15
年
（
２
０
０
3
）
に
市
の
有

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
久
留
米
市
で
は
、
平
成
元
年
（
１

９
８
９
）、
初
め
て
久
留
米
城
下
町
跡
の
本

格
的
な
調
査
に
着
手
し
ま
す
。
当
時
ま
だ
、

全
国
で
も
江
戸
時
代
の
城
下
町
を
対
象
と

し
た
発
掘
調
査
は
少
な
く
、
そ
の
成
果
は

大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
30
年
余
り
、
発
掘
調
査
の
成
果
と
、

古
絵
図
や
古
文
書
な
ど
の
歴
史
資
料
を
あ

わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
次
第
に
久
留

米
城
下
町
の
成
り
立
ち
や
人
々
の
暮
ら
し

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
文
化
財
を
、

調
査
し
、
保
存
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か

ら
考
え
、
ま
た
活
用
す
る
こ
と
が
、
新
た

な
知
見
を
得
た
り
、
歴
史
を
よ
り
深
く
理

解
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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４ ３

２
こ
れ
か
ら
の
１
０
０
年
へ

３
こ
れ
か
ら
の

１
０
０
年
を
は
じ
め
る

・
筑
後
川
遺
産
に
よ
る
保
存
・
活
用

　

計
画
に
基
づ
く
新
た
な
仕
組
み
と
し
て

「
筑
後
川
遺
産
」の
登
録
制
度
が
あ
り
ま
す
。

久
留
米
市
で
は
筑
後
川
の
恩
恵
を
受
け
、

数
多
く
の
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
（
物
語
）
が

つ
む
が
れ
て
き
ま
し
た
。「
筑
後
川
遺
産
」

と
は
、
そ
の
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
っ
て

結
ば
れ
た
歴
史
遺
産
群
の
こ
と
で
す
。「
筑

後
川
遺
産
」
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
関
連

す
る
歴
史
遺
産
を
保
存
・
活
用
し
て
い
く

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

に
ち
り
ん
じ
こ
ふ
ん
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５

・
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
未
来
へ

　
「
久
留
米
入
城
４
０
０
年
」
も
久
留
米
固

有
の
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

　

令
和
３
年
度
は
、
六
ツ
門
図
書
館
展
示

コ
ー
ナ
ー
及
び
有
馬
記
念
館
で
の
企
画
展

や
、歴
史
の
ま
ち
久
留
米
ス
ト
ー
リ
ー
シ
ー

ト
「
有
馬
の
城
づ
く
り
、
町
づ
く
り
」
の

発
行
・
配
布
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
代
の
久

留
米
市
街
地
で
、
江
戸
時
代
の
久
留
米
を

感
じ
て
も
ら
う
取
組
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
ほ
か
、
京
町
校
区
の
広

報
紙
で
、
久
留
米
藩
時
代
に
ま
つ
わ
る
地

元
の
文
化
財
紹
介
を
連
載
し
た
り
、
市
内

事
業
者
と
協
力
し
て
関
連
商
品
を
開
発
し

た
り
す
る
な
ど
、
情
報
発
信
に
取
り
組
み
、

「
久
留
米
入
城
４
０
０
年
」
の
周
知
を
図
り

ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
単
に
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
で
は
な
く
、新
た
な
１
０
０
年
の
ス
タ
ー

ト
と
し
て
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、

多
様
な
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
を
発
信
し
て
い

く
端
緒
と
な
る
も
の
で
す
。

　

す
で
に
、
こ
れ
か
ら
の
１
０
０
年
は
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
大
名
有
馬
家
の
菩
提
寺
・

梅
林
寺
（
京
町
）
や
祈
願
寺
・
福
聚
寺
（
合

川
町
）
で
は
、
文
化
財
の
調
査
や
整
理
を

進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
寺
宝
と
し
て
大

切
に
保
存
し
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
、

曝
涼
（
虫
干
し
）
が
行
わ
れ
、
梅
林
寺
で

は
そ
の
様
子
も
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

久
留
米
藩
初
代
藩
主
・
有
馬
豊
氏
の
久

留
米
入
城
か
ら
の
４
０
０
年
を
見
つ
め
直

す
こ
と
で
、
私
た
ち
が
築
い
て
い
く
久
留

米
市
の
未
来
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ば
く
り
ょ
う


