
日
本
経
済
史
の
一
級
史
料 

山
西
家
文
書

家
文
書 

    　
山
西
家
文
書
は
、撫
養（
現
在
の
鳴
門
市
）

で
廻
船
問
屋
を
営
ん
で
い
た
商
家
の
史
料
で

す
。
江
戸
時
代
に
は
、藩
の
専
売
品
で
あ
る

塩
や
藍
は
、江
戸
や
大
阪
に
運
ば
れ
て
売
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
山
西
家
は
そ
の
よ
う
な
専

売
品
を
江
戸
な
ど
に
積
み
出
し
て
売
り
さ

ば
く
廻
船
問
屋
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
山

西
家
の
隆
盛
は
、
１８
世
紀
中
頃
か
ら
始
ま
り
、

明
治
時
代
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
取
引
先
は
、

北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
ま
で
、全
国
に

及
び
ま
す
。
史
料
も
江
戸
時
代
か
ら
明
治
期

の
も
の
ま
で
あ
り
、内
容
を
分
析
す
る
こ
と

で
、江
戸
時
代
の
全
国
的
な
流
通
の
あ
り
方

が
明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の

か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
日
本

史
の
貴
重
な
史
料
と
し
て
、す
で
に
多
く
の

経
済
史
の
研
究
者
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
存
し
て
い
る
山
西
家
文
書
の
半
分
は
、東

京
に
あ
る
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
に
保

存
さ
れ
て
お
り
、本
学
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る

の
は
残
り
の
半
分
に
あ
た
り
ま
す
。 

　
山
西
家
文
書
は
、日
本
の
１９
〜
２０
世
紀
の

全
国
的
な
市
場
の
あ
り
方
を
私
た
ち
に
示

し
て
く
れ
ま
す
。
同
時
に
、江
戸
時
代
か
ら

明
治
期
に
か
け
て
、徳
島
が
全
国
的
な
市
場

と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
、そ

し
て
徳
島
が
ど
れ
ほ
ど
経
済
的
に
も
繁
栄

し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
れ
ま
す
。

山
西
家
文
書
は
日
本
史
の
史
料
と
し
て
全

国
の
近
世
史
研
究
者
に
と
っ
て
の
「
お
た
か

ら
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、徳
島
に
と
っ
て
も

大
切
な
「
お
た
か
ら
」
な
の
で
す
。[

附
属
図
書

館
所
蔵] 

     家
臣
の
系
譜
を
知
る
史
料 

蜂
須
賀
家

蜂
須
賀
家 

家
臣
団
成

家
臣
団
成
立
書 

   　
「
蜂
須
賀
家
家
臣
団
成
立
書
并
系
図
」
は
、

江
戸
時
代
に
徳
島
と
淡
路
島
を
支
配
し
て

い
た
大
名
で
あ
る
蜂
須
賀
家
が
、す
べ
て
の

家
臣
に
対
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
系
譜
を

書
き
上
げ
さ
せ
た
も
の
で
す
。
天
保
５
年（
１

８
３
４
）に
作
成
さ
れ
、そ
の
後
文
久
元
年（
１

８
６
１
）に
書
き
継
い
で
提
出
さ
れ
、中
に
は

明
治
２
年（
１
８
６
９
）に
さ
ら
に
書
き
継
い

で
提
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
家
譜
を

提
出
し
た
家
臣
は
、家
老
な
ど
の
重
役
か
ら

無
足
人
と
呼
ば
れ
る
下
級
の
家
臣
ま
で
す
べ

て
で
す
。
そ
の
う
ち
重
役
の
家
譜
に
あ
た
る

も
の
は
藩
主
個
人
の
家
に
所
蔵
さ
れ
て
現

在
に
至
っ
て
お
り
、下
級
家
臣
の
部
分
は
国

立
国
文
学
研
究
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、本
学
の
附
属
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、最
上
級
の
家
臣

と
下
級
の
家
臣
を
除
く
家
臣
団
の
家
譜
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、中

心
的
な
家
臣
団
た
ち
の
家
の
系
譜
を
知
る

こ
と
が
出
来
る
史
料
な
の
で
す
。 

　
内
容
と
し
て
は
各
家
の
初
代
が
誰
で
、ど

こ
の
出
身
で
あ
る
か
を
始
め
、い
つ
頃
か
ら
ど

の
よ
う
な
役
職
を
勤
め
た
か
、拝
領
し
た
禄

高
や
養
子
と
な
っ
て
当
主
と
な
っ
た
も
の
の

実
父
が
誰
か
等
、様
々
な
情
報
が
詳
細
に
書

き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、各
家
の
家
譜
の

記
述
の
最
後
に
は
系
図
が
付
け
ら
れ
、そ
の

後
に
は
家
紋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、こ
の
「
成
立
書
」
は
、江
戸
時
代
の
徳

島
藩
の
家
臣
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
が
記
録

さ
れ
た
も
の
で
、藩
政
に
関
す
る
研
究
や
地

域
史
研
究
な
ど
、多
岐
に
亘
っ
て
利
用
価
値

の
高
い
史
料
で
す
。[

附
属
図
書
館
所
蔵]

徳
島
藩
御
座
船
模
型

徳
島
藩
御
座
船
模
型 

二
艘 

   　
本
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
船
模
型
二
艘
は
、

天
保
１２
年（
１
８
４
１
）２
月
に
藩
の
船
頭
や

水
主
た
ち
に
よ
っ
て
藩
主
へ
献
納
さ
れ
、つ
い

で
蜂
須
賀
家
の
崇
敬
厚
い
氏
神
国
瑞
彦
（
く
に

た
ま
ひ
こ
）
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
す
。
徳

島
藩
御
座
船
を
精
巧
に
写
し
た
も
の
で
、藩

の
船
大
工
の
手
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
一
艘
は
、海
御
座
船
で
、至
徳
丸
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
桐
紋
や
稲
丸
紋
を
白
抜
き
し
た
幕

や
旗
・
幟
な
ど
付
属
品
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
。

船
体
を
朱
塗
や
黒
塗
に
す
る
の
は
原
則
と
し

て
御
座
船
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
全
長
は

２
５
２
・
２
㎝
、幅
は
５７
・
０
㎝
で
す
。 

　
も
う
一
艘
は
、従
来
川
御
座
船
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、川
御
座
船
に
見
ら
れ
る
水
押
上

部
を
平
に
と
る
形
式
で
は
な
く
、ま
た
帆
柱

が
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

海
で
使
用
す
る
御
召
小
早
と
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
船
名
は
船
額
か
ら
龍
王
丸
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
全
長
は
１
９
５
・
３
㎝
、幅
は

５１
・
０
㎝
で
す
。
屋
形
の
板
戸
に
は
蜂
須
賀
家

の
定
紋
丸
に
左
万
字
紋
や
枝
垂
れ
柳
・
蜘
蛛

の
巣
を
、櫓
垣
立
後
部
に
は
軍
配
と
団
扇
を

あ
し
ら
っ
て
い
ま
す
。
貞
享
年
間（
１
６
８
４

〜
８
）の
船
の
リ
ス
ト
に
は
、御
座
船
八
艘
、

御
召
小
早
七
艘
と
み
え
ま
す
。
大
坂
に
向
け

て
御
座
船
を
中
心
に
五
十
艘
前
後
の
大
船
団

が
出
航
す
る
姿
は
、ま
さ
に
海
の
大
名
行
列

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。[

総
合
科
学
部
所
蔵] 

 

浅
葱
糸
素
懸
威

浅
葱
糸
素
懸
威 

五
枚
胴
具
足

枚
胴
具
足
一領 

（
あ
さ
ぎ
い
と
す
が
け
お
ど
し
ご
ま
い
ど
う
ぐ
そ
く
） 

   　
徳
島
藩
中
老
家
伝
来
と
さ
れ
る
甲
冑
で
す
。

徳
島
の
古
美
術
の
流
通
に
詳
し
い
人
の
談
に

よ
れ
ば
、尾
関
家
の
伝
来
と
考
え
ら
れ
そ
う

で
す
。 

　
兜
は
、六
十
二
間
筋
兜
に
半
月
の
前
立
を

付
け
、吹
返
に
は
蛇
の
目
紋
を
据
え
て
い
ま

す
。
大
ぶ
り
な
袖
、重
厚
な
面
頬
（
め
ん
ぼ
お
）
、そ

し
て
籠
手
（
こ
て
）
、佩
楯
（
は
い
だ
て
）
、

臑
当
（
す
ね
あ
て
）
を
具
備

し
て
い
ま
す
。
指
揮
具
で
あ
る
采
配
、陣
羽
織

が
付
属
し
て
い
ま
す
。
こ
の
具
足
は
江
戸
時

代
の
作
で
す
が
、信
吉
作
の
胴
と
極
め
た
文

化
元
年（
１
８
０
４
）８
月
の
増
田
明
珍
宗
邦

の
折
紙
と
信
行
作
の
面
頬
と
極
め
た
文
政
１０

年（
１
８
２
８
）２
月
の
増
田
明
珍
宗
胤
の
添

状（
折
紙 

一
種
の
鑑
定
証
）が
附
属
し
て
い
ま

す
。 

　
徳
島
の
場
合
、昭
和
２０
年
の
空
襲
に
よ
っ
て
、

江
戸
時
代
の
徳
島
城
下
に
あ
た
る
区
域
が
焼

失
し
た
こ
と
と
、北
海
道
移
住
な
ど
県
外
に

移
っ
た
旧
藩
士
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、県
内

に
は
藩
士
の
甲
冑
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、本
学

所
蔵
の
上
級
家
臣
の
着
領
と
し
て
貴
重
な
遺

品
と
い
え
ま
す
。 

　
本
学
に
は
、ほ
か
に
も
御

貸
し
具
足
な

ど
に
用
い
ら
れ
た
黒
漆
塗
左
万
字
紋
入
腹
巻

や
黒
漆
塗
畳
具
足
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

貴
重
な
武
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
ま
す
。
か

つ
て
蜂
須
賀
家
は
、黒
一
色
の
具
足
や
旗
を
用

い
た
こ
と
か
ら
、「
阿
波
の
黒
鴨
」
と
恐
れ
ら

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。[

総
合
科
学
部
所
蔵]
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◎御座船模型 
 
 

◎御召小早模型 

◎添状 ◎陣羽織 後 

◎
陣
羽
織 

前 

◎家臣団成立書表紙部分 ◎系図と家紋の記載部分 

◎山西家文書の肥料販売台帳（明治１３年） 

徳
島
城
博
物
館
・
主
任
学
芸
員 

須
藤 
茂
樹 

す
ど
う 

し
げ
き 

  

総
合
科
学
部
人
間
社
会
学
科  

人
文
科
学
講
座 

桑
原 

恵 

く
わ
ば
ら 

め
ぐ
み 

◎
浅
葱
糸
素
懸
威
五
枚
胴
具
足 

徳

大

徳

大

の

お

た

か

ら

 

徳 大 の お た か ら  

徳 大 の お たから  
徳 大 の お たから  
徳 大 の お た か ら  



埋
蔵
文
化
財
調
査
室 

定
森 
秀
夫 

さ
だ
も
り 

ひ
で
お 

  

掘
り
出
さ
れ
た 

「
お
た
か
ら
」 

 

　
徳
島
大
学
は
遺
跡
の
上
に
立
地
し
て
い
ま

す
。
校
舎
新
築
な
ど
で
地
下
に
眠
る
文
化
財

が
破
壊
さ
れ
る
場
合
、埋
蔵
文
化
財
調
査
室

が
事
前
に
発
掘
調
査
を
行
い
、遺
跡
の
記
録

保
存
を
行
い
ま
す
。  

　
弥
生
時
代
前
期
の
大
集
落
で
あ
っ
た
庄
・

蔵
本
遺
跡
で
は
、環
濠
発
見
な
ど
重
要
な
成

果
を
挙
げ
、弥
生
時
代
の
土
器
・
石
器
・
木
器

が
大
量
に
出
土
し
て
い
ま
す
。
写
真
１
は
弥

生
時
代
前
期
の
典
型
的
な
壺
と
甕
で
す
。  

　
江
戸
時
代
の
中
下
級
武
士
が
住
ん
で
い
た

常
三
島
遺
跡
で
は
、徳
島
藩
初
期
船
置
所
関

連
の
船
入
状
遺
構
な
ど
を
発
見
し
、陶
磁
器
・

金
属
器
・
漆
器
が
大
量
に
出
土
し
て
い
ま
す
。

写
真
２
は
「
元
文
一
分
金
」（
１.６
×
０.９ 
ｃｍ
）で
、

徳
大
構
内
遺
跡
か
ら
は
３
点
し
か
発
見

さ
れ
て
い
な
い
希
少
な
も
の
で
す
。  

　
上
級
武
士
が
住
ん
で
い
た
新

蔵
遺
跡
で
は
、江
戸
時
代
後
期

の
庭
園
遺
構
を
発
見
し
、大

量
の
陶
磁
器
類
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
写
真
３
は
、

肥
前
有
田
産
の
染
付
芙

蓉
手
花
鳥
文
大
皿
で
す
。

本
来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向

け
製
品
で
し
た
。
１３
寸

皿
（
径
３９.

８
ｃｍ
）
の
出

土
は
全
国
的
に
も
希
少

な
例
と
な
り
ま
す
。  

　
埋
蔵
文
化
財
調
査
室

で
は
、こ
れ
ら
の
出
土
品

を
単
な
る「
お
た
か
ら
」

と
し
て
で
は
な
く
、教
育
・

研
究
・
展
示
な
ど
に
活
用

し
て
い
く
と
と
も
に
、地

域
史
復
元
に
寄
与
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

大
学
院 

ソ
シ
オ
テ
ク
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
部  

材
料
加
工
シ
ス
テ
ム
講
座 

升
田 

雅
博 

ま
す
だ 

ま
さ
ひ
ろ 

   

　
こ
の
機
械
は
、
傘
歯
車
の
歯
切
り
実
習

に
１
９
７
０
年
代
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
モ
ー
タ
の
直
接
制
御
な
ど
で
歯
車

の
使
用
頻
度
の
減
少
と
と
も
に
活
躍
の
場

を
少
な
く
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
機

が
開
学
当
初
に
ド
イ
ツ
か
ら
直
接
購
入
さ

れ
、
歴
史
を
語
る
事
例
に
登
場
す
る
工
作

機
械
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
極
め
て
少

な
い
で
し
ょ
う
。
小
生
も

ま
た
昭
和
５７
年
に
退
官
さ
れ
た
賀
勢
晋
先

生
（
本
学
名
誉
教
授
）
の
最
終
講
義
を
拝

聴
す
る
ま
で
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

幾
度
か
処
分
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
が
、

本
学
歩
み
の
唯
一
つ
の
証
し
で
あ
る
気
が

し
て
残
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
先
生
の

回
想
記

｢

常
三
島
界
隈
４８
年｣

に
は
戦
闘

機
の
部
品
製
作
、
徳
島
空
襲
時
の
疎
開
な

ど
本
機
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

載
っ
て
い
ま
す
。
ご
一
読
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。[

工

学
部
所
蔵]

医
学
部
保
健
学
科
機
能
系
検
査
学 

齋
藤 

憲 

さ
い
と
う 

け
ん 

    １
ｃｈ
真
空
管
式

真
空
管
式 

直
記
型

直
記
型
心
電
計
電
計 

    　
保
健
学
科
で
は
米
国
サ
ン
ボ
ー
ン
社
製
の

真
空
管
式
直
記
型
心
電
計（
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｌ
５
１
）

を
保
管
し
て
い
ま
す
。
心
電
計
は
今
か
ら
百

年
余
り
前
に
、オ
ラ
ン
ダ
の
ア
イ
ン
ト
ー
フ
ェ

ン
と
い
う
人
に
よ
り
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
当

時
の
心
電
計
は
弦
線
心
電
計
と
呼
ば
れ
、ピ

ア
ノ
く
ら
い
の
大
型
の
装
置
で
し
た
。
そ
の
後
、

機
器
の
小
型
化
が
進
み
ま

し
た
が
故
障
が
多
く
、現
像
式
の
た
め
肝
心

な
と
き
に
心
電
図
が
撮
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
３０
年
頃
に
徳
大

病
院
で
購
入
し
た
本
心
電
計
は
、真
空
管
式

と
い
う
懐
か
し
さ
も
あ
り
ま
す
が
、熱
ペ
ン
に

よ
る
直
記
型
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
解
析
が
で
き

る
当
時
は
画
期
的
な
機
種
で
あ
り
、後
世
の

国
内
の
心
電
計
開
発
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。

価
格
も
破
格
で
、大
卒
の
初
任
給
が
１
万
２

千
円
余
り
の
時
代
に
約
４７
万
円
も
し
た
そ
う

で
す
。[

医
学
部
保
健
学
科
所
蔵]

  

総
合
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東 
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あ
ず
ま 

う
し
お 

   　
こ
の
数
年
、全
国
的
に
大
学
博
物
館
が

設
置
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
大
学
博
物
館

は
大
学
の
研
究
・
教
育
の
知
的
生
産
を
表

現
す
る
場
で
す
。 

　
こ
れ
ま
で
中
国
や
韓
国
の
大
学
博
物
館

を
た
び
た
び
訪
れ
、大
学
に
博
物
館
が
あ

れ
ば
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。
韓
国
で
は

大
学
に
博
物
館
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

大
学
内
の
諸
施
設
と
し
て
、図
書
館
と
と

も
に
大
学
の
研
究
、教
育
の
知
的
財
産
を

象
徴
し
て
い
ま
す
。 

　
２
０
０
５
年
、ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
や
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
で
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
あ
り
、発
表
す
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。ハ
ー
バ
ー
ド
で
は
イ
エ
ン
チ

ン（
燕
京
）
研
究
所
（
鳥
居
龍
蔵
は
か
つ
て

北
京
の
燕
京
大
学
客
員
教
授
）、自
然
史

博
物
館
、ビ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
（
民
族
学
・

考
古
学
）、サ
ッ
ク
ラ
美
術
館
な
ど
い
く
つ

も
の
専
門
博
物
館
が
あ
り
、市
民
に
開
放

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
に
よ
り
も
学
生
の
教
育

の
場
と
し
て
、キ
ャ
ン
パ
ス
と
と
け
あ
っ
て
存

在
し
て
い
ま
す
。
国
内
で
も
北
海
道
大
、東

京
大
、京
都
大
、鹿
児
島
大
な
ど
に
総
合

博
物
館
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
昨
年
来
、「
ガ
レ
リ
ア
新
蔵
」
は
、大
学
の

顔
と
し
て
う
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、そ
れ

が
常
設
展
示
で
な
い
こ
と
が
お
し
ま
れ
ま

す
。
徳
島
大
学
に
総
合
研
究
博
物
館
を
つ

く
り
、そ
の
ギ
ャ
ラ
リ
と
し
て
の
機
能
を
は

た
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

　
教
育
・
研
究
の
場
と
し
て
の
大
学
に
、大

学
史
を
表
象
す
る
博
物
館
の
存
在
す
る
意

義
は
は
か
り
し
れ
ま
せ
ん
。
開
か
れ
た
大

学
と
し
て
、地
域
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。 

　
本
学
に
「
人
材
」
は
い
ま
す
。
そ
し
て
、

開
学
以
来
各
学
部
に
ぼ
う
だ
い
な
各
種
の

研
究
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

大
学
人
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
す
。 

　
大
学
博
物
館
に
は
研
究
資
料
を
保
存

す
る
役
割
も
あ
り
ま
す
。い
ま
各
学
部
で

貴
重
な
研
究
資
料
が
消
失
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
ふ
く
め
、各
学

部
、図
書
館
、高
度
情
報
化
基
盤
セ
ン
タ
ー
、

埋
蔵
文
化
財
調
査
室
な
ど
と
連
携
し
て

保
管
し
、展
示
・
公
開
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

　
将
来
は
、博
物
館
に
は
収
蔵
・
保
管
部

門
と
と
も
に
、調
査
研
究
部
門
（
学
内
埋

蔵
文
化
財
発
掘
調
査
、海
外
学
術
調
査
、

共
同
調
査
）を
設
け
て
の
学
際
的
な
研
究
、

生
涯
学
習
教
育
部
門
で
市
民
講
座
な
ど
の

科
学
教
育
な
ど
を
お
こ
な
う
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
。 

　
ま
ず
は
大
学
に
博
物
館
機
構
を
！ 

ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ネ
ッ
カ
社
製
社
製
の
歯
切
歯
切
り
盤 

薬
学
部
長 

高
石 

喜
久  

た
か
い
し 

よ
し
ひ
さ 

    青
春
青
春
を
刻
む
青
石 

  

　
蔵
本
キ
ャ
ン
パ

ス
西
門
脇
に
長
井

記
念
ホ
ー
ル
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
西

側
に
長
井
長
義
博

士
の
銅
像
が
あ
り

ま
す
。
薬
学
部
玄
関
に
は｢

１
８
６
６
年
１１

月
長
井
長
義
は
こ
の
石
を
踏
み
長
崎
へ
旅
立

っ
た｣

と
書
い
た
銘
文
と
青
石
が
あ
り
ま
す
。

薬
学
部
か
ら
は
長
井
博
士
の｢

お
た
か
ら｣

を
紹
介
し
ま
す
。 

　
薬
学
部
の
創
設
に
は
、徳
島
の
生
ん
だ
薬

学
の
開
祖
長
井
長
義
博
士
と
地
元
の
薬
業

界
の
人
々
の
尽
力
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
薬
学
部
は
長
井
博
士
の
功
績
を
こ

れ
ま
で
顕
彰
し
て
来
ま
し
た
。
１
９
９
９
年
、

日
本
薬
学
会
年
会
が
徳
島
で
開
催
さ
れ
た

の
を
き
っ
か
け
に
長
井
長
義
資
料
委
員
会
を

設
置
、本
格
的
に
先
生
の
資
料
収
集
を
開
始
、

常
設
展
示
室
も
開
設
し
ま
し
た
。
２
０
０
４

年
に
は
長
井
家
か
ら
数
多
く
の
遺
品
が
大

学
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
含
め
現
在

保
有
し
て
い
る｢

お
た
か
ら｣

は
、発
見
当
時

の
エ
フ
エ
ド
リ
ン
の
結
晶
、長
崎
留
学
時
代

の
日
記
原
本
、わ
が
国
最
初
の
博
士
学
位
記
、

数
多
く
の
勲
章･

勲
記･

手
紙･

写
真
等
、数

え
切
れ
な
い
程
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
れ
ら
資
料
は
幕
末･

明
治･

大
正
を
、志

を
高
く
持
ち
、誠
実
に
、堂
々
と
生
き
た
徳

島
が
生
ん
だ
偉
人
の
生
き
様
を
物
語
る
も

の
で
、学
生
達
に
そ
の
志
を
感
じ
て
頂
き
た

い｢
お
た
か
ら｣

群
で
す
。
そ
の
中
で
も
薬
学

部
玄
関
に
設
置
し
た
青
石
を｢

お
た
か
ら｣

の
第
一
に
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
石
は
、

博
士
が
長
崎
に
旅
立
つ
時
に
踏
ん
だ
石
で
、

日
本
に
於
け
る
薬
学
の
夜
明
け
が
こ
の
石
か

ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
大
学
を
巣
立
ち
行
く
若
者
が
、こ
の

石
を
踏
み
、青
雲
の
志
を
持
ち
、世
界
の
薬

学
の
発
展
に
貢
献
を
す
る
こ
と
祈
念
し
た
、

私
達
の
現
在
の｢

お
た
か
ら｣

で
す
。[

薬
学
部

所
蔵]

◎薬学部玄関に 
設置されている青石と 
その銘文 
いつの日か新たな銘文が 

ここに設置されることを 

期待しております｡ 

◎[写真３]染付芙蓉手花鳥文大皿 

◎[写真２]元文一分金 

大
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博
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あ
る
風
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◎[写真１]弥生時代前期の壺と甕 
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