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﹂
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は
じ
め
に

地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
︑
平
成
二
八
年
度
よ
り
﹁
小
城
藩
日
記
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
﹂
構
築
研
究
を
開
始
し
た
︒
本
研
究
は
同
年
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
﹁
総

合
資
料
学
奨
励
研
究
﹂
に
採
用
さ
れ
︑
研
究
費
お
よ
び
技
術
的
な
支
援
を
同
館
よ
り
得

な
が
ら
す
す
め
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
目
的
・
構
造
・
課
題
に

つ
い
て
︑
二
八
年
度
の
作
業
か
ら
得
た
成
果
・
経
験
を
も
と
に
記
す
︒

一

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
目
的

筆
者
は
佐
賀
藩
の
ほ
か
︑
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
藩
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
が
︑

特
に
萩
藩
・
松
代
藩
の
﹁
毛
利
家
文
庫
﹂﹁
松
代
藩
真
田
家
文
書
﹂
な
ど
藩
政
史
料
の
圧

倒
的
な
質
・
量
に
恵
ま
れ
︑
成
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
筆
者
の

印
象
だ
が
︑
萩
藩
に
お
い
て
は
特
定
の
内
容
・
事
項
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
わ
ゆ
る

﹁
一
件
物
﹂︑
松
代
藩
は
﹁
勘
定
方
﹂
な
ど
藩
政
部
局
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
日
記
・
記

録
類
が
豊
富
で
︑
筆
者
が
専
門
と
す
る
藩
財
政
に
か
ん
す
る
史
料
を
捜
す
際
︑
非
常
に

ス
ム
ー
ズ
だ
っ
た
記
憶
が
あ
る
︒

対
し
て
佐
賀
藩
の
﹁
鍋
島
家
文
庫
﹂
な
ど
は
︑
藩
財
政
に
つ
い
て
は
詳
細
な
帳
簿
が

あ
っ
て
ま
た
も
や
筆
者
は
恵
ま
れ
た
も
の
の
︑
ざ
っ
と
み
た
か
ぎ
り
﹁
一
件
物
﹂
や
藩

政
部
局
の
記
録
類
は
少
な
い
︵
と
い
っ
て
も
︑
比
較
対
象
が
萩
藩
・
松
代
藩
で
は
あ
る

が
︶
代
わ
り
に
︑
給
人
層
の
日
記
が
非
常
に
多
い
︒

佐
賀
藩
の
給
人
は
︑
そ
の
最
上
位
か
ら
順
に
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
・
家
老
・
着

座
・
侍
・
手
明
鑓
・
徒
・
足
軽
と
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
三
家
は
初
代
藩
主
鍋
島
勝
茂
の

子
・
元
茂
︵
小
城
鍋
島
家
︶・
直
澄
︵
蓮
池
鍋
島
家
︶・
直
朝
︵
鹿
島
鍋
島
家
︶
が
興
し
︑

幕
府
の
軍
役
を
果
た
す
な
ど
大
名
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
つ
つ
︑
あ
く
ま
で
佐
賀
藩
主

の
も
と
に
あ
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
内
分
支
藩
﹂
で
あ
る
︒
親
類
は
や
は
り
勝
茂
の
子
・
直

弘
が
興
し
た
白
石
鍋
島
家
︑
中
世
以
来
の
肥
前
の
名
家
・
神
代
家
に
勝
茂
の
子
・
直
長

が
養
子
に
入
っ
た
川
久
保
鍋
島
家
︑
も
と
も
と
鍋
島
家
の
主
君
で
あ
る
龍
造
寺
政
家
の

子
・
村
田
安
良
の
も
と
に
︑
白
石
鍋
島
家
・
直
弘
の
子
・
政
辰
が
養
子
に
入
り
︑
さ
ら

に
そ
の
後
を
佐
賀
藩
二
代
藩
主
光
茂
の
子
・
政
盛
が
継
い
だ
村
田
家
︑
直
長
の
子
・
茂

英
︵
光
茂
養
子
︶
が
興
し
た
村
田
鍋
島
家
で
構
成
さ
れ
る
︒
三
家
・
親
類
は
︑
基
本
的

に
は
佐
賀
藩
政
に
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
︵
親
類
は
︑
例
外
あ
り
︶︒

親
類
同
格
は
︑
龍
造
寺
家
の
流
れ
を
く
む
諫
早
家
・
多
久
家
・
武
雄
鍋
島
家
・
須
古

鍋
島
家
の
四
家
か
ら
な
る
︒
佐
賀
藩
の
当
役
︵
い
わ
ゆ
る
筆
頭
家
老
に
相
当
︶
は
こ
の

四
家
か
ら
出
さ
れ
︑
藩
政
の
中
心
を
担
っ
た
︒
以
上
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
は
﹁
大

配
分
﹂
と
称
さ
れ
︑
そ
れ
以
下
の
﹁
小
配
分
﹂
に
比
べ
て
給
地
高
が
大
き
く
︑
か
つ
ま

と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
︒
続
く
家
老
︵
七
家
︶・
着
座
︵
時
期
に
よ
り
変
動
︶
は
藩
政
の
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要
職
を
つ
と
め
た
ほ
か
︑
大
組
頭
と
し
て
佐
賀
藩
軍
制
に
お
け
る
﹁
組
﹂
を
統
率
し
た
︒

以
上
の
い
わ
ゆ
る
﹁
上
級
家
臣
﹂
の
家
々
に
は
︑
多
く
の
日
記
が
伝
存
し
て
い
る
︒

管
見
の
か
ぎ
り
︑
三
家
は
す
べ
て
︑
親
類
の
う
ち
白
石
鍋
島
家
︑
親
類
同
格
は
須
古
鍋

島
家
以
外
の
三
家
︑
家
老
・
着
座
で
は
深
堀
鍋
島
家
・
神
代
鍋
島
家
・
倉
町
鍋
島
家
・

納
富
鍋
島
家
な
ど
︑
い
ず
れ
も
一
年
に
一
冊
か
ら
複
数
冊
︑
長
期
間
に
わ
た
っ
て
い
る
︒

当
然
な
が
ら
研
究
者
に
と
っ
て
は
﹁
宝
の
山
﹂
で
あ
り
︑
筆
者
も
た
と
え
ば
以
前
佐
賀

藩
の
藩
札
で
あ
る
﹁
米
筈
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
た

(１
)際

に
は
蓮
池
鍋
島
家
の
日
記
を
全
冊

読
み
︑
幕
末
に
お
け
る
給
人
た
ち
の
小
銃
調
達
を
調
べ
た

(２
)際

に
は
前
記
各
家
の
日
記
の

う
ち
当
該
時
期
の
も
の
に
目
を
と
お
し
た
︒

筆
者
の
よ
う
に
佐
賀
藩
研
究
を
ほ
ぼ
﹁
専
業
﹂
と
し
︑
か
つ
佐
賀
県
立
図
書
館
な
ど

史
料
の
原
本
や
複
製
本
を
多
く
所
蔵
し
て
い
る
機
関
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
者
に
と
っ

て
は
︑
こ
う
し
た
日
記
に
没
頭
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
前
述
の
よ
う
な

特
定
テ
ー
マ
を
調
べ
る
た
め
に
日
記
に
目
を
と
お
し
︑
目
的
に
沿
う
記
事
が
見
つ
か
ら

な
く
て
も
︑
佐
賀
藩
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
に
接
す
る
こ
と
自
体
が
自
身
の
プ

ラ
ス
に
な
る
し
︑
新
し
い
ア
イ
デ
ア
の
源
泉
に
な
る
こ
と
も
あ
る
︒
ま
た
︑
あ
る
程
度

時
期
を
絞
っ
て
い
た
ら
︑
当
該
時
期
の
も
の
を
数
度
の
調
査
で
ま
と
め
て
目
を
と
お

す
︑
と
い
っ
た
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
た
と
え
ば
藩
政
史
に
興
味
が
あ
る
と
か
︑
出
身
地
で
あ
る
佐
賀
を

テ
ー
マ
に
卒
業
論
文
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︑
ま
た
何
ら
か
の
テ
ー
マ
で
い
ろ
い

ろ
な
地
域
の
事
例
を
検
討
し
て
い
る
研
究
者
に
と
っ
て
︑
日
記
は
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
が

高
い
の
で
は
な
い
か
︒
前
述
の
﹁
一
件
物
﹂
が
比
較
的
多
け
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心

に
そ
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
史
料
を
調
査
で
き
る
︵
な
け
れ
ば
︑
と
り
あ
え
ず
あ
き
ら
め
が

つ
く
︶︒
日
記
の
場
合
︑
か
な
り
の
労
力
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
︑
欲
し
い
記
事
の
有
無
す

ら
確
認
で
き
な
い
︒

佐
賀
大
学
︑
お
よ
び
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
︑
多
く
の
研
究
者
が
佐
賀

を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
︑
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
︒
そ
の
ハ
ー
ド
ル
を
下

げ
る
た
め
の
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑﹁
小
城
藩
日
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
は
発
想
し
て
い

る
︒
前
述
の
と
お
り
大
量
に
伝
存
し
て
い
る
給
人
層
の
日
記
の
う
ち
︑
管
見
の
か
ぎ
り

佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
小
城
鍋
島
文
庫
の
︵
通
称
︶﹁
小
城
藩
日
記
﹂
は
︑
唯
一
そ

の
記
事
目
録
で
あ
る
﹁
日
記
目
録
﹂
が
︑
藩
政
時
代
に
作
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
画
像

は
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
可
能
︵
http://w
w
w
.dl.saga-u.ac.jp/O
giN
abesi-

m
a/nikkim
oku.htm
︶
だ
が
︑
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
記
事
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す

る
こ
と
に
よ
り
︑
近
世
佐
賀
に
関
心
を
持
っ
た
方
が
興
味
の
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
・
分
類

項
目
に
よ
っ
て
検
索
し
︑
面
白
そ
う
な
記
事
を
捜
し
出
す
︒
そ
し
て
﹁
小
城
藩
日
記
﹂

の
閲
覧
を
考
え
た
り
︵
将
来
的
に
は
︑
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
内
で
﹁
小
城
藩
日
記
﹂
の
画

像
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
︶︑
他
の
給
人
層
の
日
記
を
閲
覧
す
る
︵
た
と
え
ば
蓮

池
鍋
島
家
の
日
記
は
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
︵
http://w
w
w
.sagalibdb.

jp/kom
onjo/php/K
om
onjoSeek.php
で
︑﹁
請
役
所
日
記
﹂
で
検
索
︶
で
閲
覧
で
き

る
︒︶
な
ど
︑
佐
賀
︵
藩
︶
研
究
に
足
を
踏
み
入
れ
る
き
っ
か
け
と
し
て
も
ら
い
た
い
︒

二

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
造

小
城
鍋
島
文
庫
の
﹁
小
城
藩
日
記
﹂
と
﹁
日
記
目
録
﹂
は
︑
表
１
の
と
お
り
現
在
伝

存
し
て
い
る
︒
ど
ち
ら
か
片
方
の
み
残
っ
て
い
る
年
も
多
い
が
︑
当
面
は
﹁
日
記
目
録
﹂

を
も
と
に
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
す
る
︒

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
造
は
︑
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
︒
和
暦
は
﹁
日
記
目
録
﹂
の
記

述
ど
お
り
と
し
︑
西
暦
は
と
り
あ
え
ず
和
暦
と
の
ズ
レ
ま
で
は
考
慮
し
て
い
な
い
︒
記

事
内
容
は
︑﹁
日
記
目
録
﹂
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
日
記
の
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表１ ｢小城藩日記」「日記目録」「寺社方抜書」伝存状況

○享保14

○○貞享２1685

1729

○

貞享１

貞享５
1688

２月〜

1661

貞享４1687

和暦 日記西暦 日記目録

６月〜

○貞享３

○享保121727

○享保131728

1686

1683

1682

元禄１

1681

寛保１

○

1680

1679

1678

1677

６〜８月

○享保101725

○

５〜９月

享保11

１〜閏５月

1726

1691

○元禄３1690

○元禄２1689

1684

○享保８1723

○享保９

７〜閏８月

1724

２月〜

１〜８月

元禄５1692

１〜９月元禄４

○享保７1722

元禄７1694

1739

１〜10月元禄６1693

○元文５

○

1740

宝永３1706

寺社方抜書

元文４

○

1738

宝永５1708

○宝永４1707

○

○

○
宝永８

1711

○宝永７1710

元文３

宝永６1709

正徳２1712

正徳１

○

正徳４1714

元文２

１〜11月正徳３1713

1737

○５〜８月

○
正徳６

1716

○

○正徳５1715

１〜７月

天和２

享保３

天和３

1718

元文１

天和４

○享保２1717

享保１

延宝５

延宝６

延宝７

○

延宝８

享保４1719

延宝９

天和１

1741

1736

○享保６1721

○享保５1720

万治 4

寛文１

享保201735

○
享保21

４〜９月

○

６月〜

元文６

享保181733

○享保191734

○

享保151730

○享保161731

○享保171732

○

○○寛政８

○○宝暦131763

1796

○

８〜12月宝暦121762

明和２1765

1808

明和１

和暦 日記西暦 日記目録

○

○
宝暦14

○○寛政６1794

○○寛政７1795

1764

1760

○

1759

○明和３

1758

1766

1757

文化５

○

1756

○

1755

1754

1753

○

○○寛政４1792

○

○

○○

○

寛政５

○

1793

1769

○明和５1768

○

○○明和４1767

1761

○

○
（安永５より）

○寛政２1790

○○寛政３1791

○

○

○

明和７1770

○明和６

寛政１

明和９
1772

1805

○○明和８1771

○○文化３1806

○

安永２1773

○

寺社方抜書

安永１

文化２

○○

○安永４1775

○

○安永３1774

○

○

安永７1778

安永６1777

文化１

○
（文化１まで）

○安永５1776

安永９1780

２〜11月○安永８1779

３〜８月

天明１

享和４

３月〜
安永10

1781

1804

1784

○○天明３1783

○

○○天明２1782

宝暦９

天明６

宝暦10

1786

享和３

宝暦11

○天明５1785

1803

○天明４

宝暦３

宝暦４

宝暦５

○

宝暦６

天明７1787

宝暦７

宝暦８

○

1807

1802

○
天明９

1789

○天明８1788

○

享和１

○

○

○

享和２

○○文化４

寛政121800

○○
寛政13

1801

○

○寛政９1797

○○寛政101798

１〜８月○寛政111799

３月〜○
○○

安政７

○文政４1821

1860

○文政３1820

文政７1824

1811

1810

1809

○文政６1823

和暦 日記西暦 日記目録

○文政５

○安政５1858

○○安政６1859

1822

1818

○文政８

1817

1825

1816

1815

○

1814

1813

1812

○

安政３1856

○

○

○○

○

安政４1857

1828

○○文政101827

○文政９1826

1819

○

安政１

○

安政２

○

○

○

1855

○

○

○

文政121829

○文政11

嘉永７
1854

天保１

1867

○○
文政13

1830

○慶応４

○

1868

天保３1832

○

○

寺社方抜書

○○天保２1831

慶応３

1866

○

○天保５1834

○天保４1833

○○

○天保８1837

○

○○天保７1836

慶応２

○○天保６1835

天保101839

○○天保９1838

○

○

天保121841

慶応１

○天保111840

○

○

弘化５
1848

文化15

嘉永３

文政１

1850

元治２

文政２

嘉永２1849

1865

嘉永１

文化８

文化９

文化10

文化11

文化12

嘉永４1851

○

文化13

文化14

○

嘉永６1853

嘉永５1852

○

文化６

文化７

文久４
1864

○

○

元治１

○

○

文久２1862

○○文久３1863

○

○

○

○

○

○

○

万延１

○○
万延２

1861
文久１

○

○○



有
無
︑
あ
る
場
合
に
は
そ
の
請
求
番
号
︵
前
述
の
と
お
り
︑
将
来
的
に
は
日
記
の
画
像

閲
覧
を
可
能
と
し
た
い
︶
単
純
な
記
事
目
録
な
ら
︑
こ
こ
ま
で
で
も
十
分
成
立
す
る
だ

ろ
う
︒

た
だ
そ
れ
だ
と
︑
検
索
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
も
の
の
み
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
ど
ん
な

語
句
で
検
索
す
る
か
︑
筆
者
の
よ
う
に
実
際
に
佐
賀
藩
を
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

比
較
的
容
易
に
思
い
つ
く
だ
ろ
う
が
︑
前
述
の
よ
う
に
﹁
こ
れ
か
ら
﹂
の
方
に
は
難
し

い
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
農
村
の
こ
と
を
検
索
し
た
い
と
き
︑
ど
ん
な
語
句
が
い
い
だ
ろ

う
か
︒
筆
者
な
ら
︑
関
係
な
い
記
事
が
紛
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
﹁
村
﹂
と
す
る
だ
ろ

う
か
︵
人
名
の
﹁
村
田
⁝
﹂
が
多
く
出
て
き
そ
う
で
あ
る
︶︒
た
だ
実
際
に
﹁
日
記
目
録
﹂

の
記
事
を
み
る
と
︑
村
名
に
﹁
村
﹂
と
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
︑
そ
の
見
落

と
し
に
気
づ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
の
た
め
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
記
事
ご
と
に
分
類
を
付
す
こ
と
に
し
た
︒

で
き
る
だ
け
細
か
く
︑
か
つ
ひ
と
つ
の
記
事
に
最
大
５
つ
ま
で
分
類
を
付
す
こ
と
に
よ

り
︑
見
落
と
し
の
可
能
性
が
よ
り
小
さ
く
な
る
と
考
え
た
︒
も
ち
ろ
ん
分
類
は
︑
そ
れ

を
付
す
人
物
の
主
観
で
あ
り
︑
か
つ
膨
大
な
記
事
量
を
考
え
れ
ば
複
数
人
で
作
業
す
る

こ
と
に
な
り
︑
ま
っ
た
く
同
じ
基
準
で
分
類
し
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ

で
も
テ
キ
ス
ト
検
索
と
あ
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
利
用
者
が
興
味
を
引
く
記

事
が
︑
よ
り
多
く
見
つ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
の
﹁
人
名
﹂
も
︑
検
索
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
の

人
び
と
︑
特
に
武
家
の
男
性
は
︑
幼
名
︑
通
称
︑
官
途
︑
実
名
と
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
名
前
﹂

を
持
ち
︑
成
長
や
政
治
的
な
立
場
な
ど
に
よ
り
変
化
し
て
い
く
︒
あ
る
人
物
に
つ
い
て

調
べ
た
い
と
き
︑
ど
の
﹁
名
前
﹂
で
検
索
す
る
か
︒
そ
の
人
物
の
﹁
名
前
﹂
を
す
べ
て

知
っ
て
い
れ
ば
漏
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
︑
知
ら
な
い
﹁
名
前
﹂
で
書
か
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
ま
で
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
作
業
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば

佐
賀
藩
三
代
藩
主
鍋
島
綱
茂
は
︑﹁
日
記
目
録
﹂
で
は
﹁
綱
茂
﹂﹁
丹
州
﹂﹁
玄
梁
院
﹂
と

三
と
お
り
の
﹁
名
前
﹂
で
登
場
す
る
︒
こ
れ
ら
は
実
名
・
官
途
・
戒
名
な
の
で
思
い
つ

き
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
筆
者
は
﹁
丹
後
守
﹂
は
ま
だ
し
も
﹁
丹
州
﹂
が
頭
に
浮

か
ぶ
か
自
信
が
な
い
︒

そ
の
た
め
複
数
の
﹁
名
前
﹂
で
登
場
す
る
︑
佐
賀
藩
上
級
家
臣
以
上
の
人
物
や
そ
の

妻
子
な
ど
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ら
の
﹁
名
前
﹂
す
べ
て
が
そ
の
人
物
に
つ
な
が
る
よ
う
︑

デ
ー
タ
を
集
積
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
そ
の
人
物
の
祖
父
母
・
父
母
・
配
偶
者
・
子
供
の

デ
ー
タ
も
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
人
物
の
﹁
関
連
人
物
﹂
が
一
覧
で
き
る
よ
う

工
夫
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

最
後
に
﹁
典
拠
﹂﹁
翻
刻
﹂
の
項
目
だ
が
︑
そ
の
記
事
を
典
拠
と
し
て
い
る
図
書
・
論
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表２ 小城藩日記データベース

掲載雑誌・図書の刊行年典拠（刊行年）

当該記事を典拠とした記述の頁典拠（頁）

翻刻（発行元）

日

同タイトル

月

西暦

翻刻（タイトル）

和暦

翻刻（著者）

典拠（雑誌・図書名）

典拠（タイトル）

典拠（著者）

翻刻（頁）

人名

同発行元

分類

日記№

日記有無

記事内容

当該記事の翻刻が掲載されている資料集などの著者

同刊行年翻刻（刊行年）

典拠（発行元）

当該記事の翻刻が掲載されている頁

月日までは検討しない

日記目録の記述に基づく

日記目録の記述とおり

典拠として当該記事を使っている論文などの著者

官途や通称で記された人物の比定

最大５つまで、内容にかんする分類を付与

藩日記がある場合、その請求番号

藩日記の有無

掲載雑誌・図書の発行元

同掲載雑誌・図書名

同タイトル



文
や
︑
翻
刻
を
掲
載
し
て
い
る
資
料
集
な
ど
が
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
︒
利
用

者
が
興
味
を
も
っ
た
記
事
が
ど
の
よ
う
な
研
究
で
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
る
か
︑
資

料
集
な
ど
で
翻
刻
が
あ
る
か
︑
が
一
目
で
わ
か
れ
ば
︑﹁
小
城
藩
日
記
﹂
の
研
究
利
用
を

促
進
す
る
一
助
と
な
ろ
う
︒

三

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
課
題

以
上
︑﹁
小
城
藩
日
記
﹂
の
研
究
利
用
を
促
し
︑
さ
ら
に
は
佐
賀
︵
藩
︶
研
究
へ
す
す

む
こ
と
を
期
待
し
︑
作
成
を
す
す
め
て
い
る
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
だ
が
︑
課
題
と
し
て
は
︑

や
は
り
膨
大
な
作
業
量
で
あ
る
︒
現
在
﹁
日
記
目
録
﹂
の
翻
刻
を
す
す
め
︑
享
保
五
年

︵
一
七
二
〇
︶
の
途
中
ま
で
済
ん
で
い
る
が
︑
記
事
数
は
五
千
を
超
え
て
い
る
︒﹁
日
記

目
録
﹂
全
体
で
︑
数
万
件
に
お
よ
ぶ
だ
ろ
う
︒
翻
刻
を
依
頼
す
る
人
員
︑
そ
の
た
め
の

予
算
の
確
保
が
重
要
と
な
る
︒
ま
た
表
１
に
は
︑
日
記
か
ら
寺
院
・
神
社
関
係
の
記
事

を
抜
き
出
し
た
史
料
で
あ
る
﹁
寺
社
方
抜
書
﹂
の
項
を
も
う
け
て
い
る
︒
日
記
は
な
い

が
﹁
寺
社
方
抜
書
﹂
は
あ
る
︑
と
い
う
年
が
何
年
か
あ
る
た
め
︑
そ
の
記
事
が
﹁
寺
社

方
抜
書
﹂
に
抜
き
出
さ
れ
て
い
な
い
か
︑
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
表
示
し
た
い
︒

作
業
面
で
は
︑
前
述
の
分
類
・
人
名
の
整
理
が
や
は
り
大
変
な
作
業
量
で
あ
る
︒
今

の
と
こ
ろ
筆
者
が
手
作
業
で
行
っ
て
い
る
が
︑
遅
々
と
し
て
す
す
ま
な
い
︒
そ
の
た
め

情
報
処
理
を
専
門
と
し
て
い
る
方
に
依
頼
し
︑
こ
う
し
た
作
業
を
機
械
的
に
行
え
な
い

か
︑
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
試
み
て
い
る
︒

分
類
・
人
名
整
理
を
せ
ず
︑
ほ
か
の
機
能
の
み
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
こ
と

が
手
っ
取
り
早
い
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
が
︑
で
き
る
だ
け
検
索
機
能
を
充
実
さ
せ
︑

よ
り
利
用
者
が
便
利
よ
く
使
え
る
も
の
に
し
た
い
︒
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
入
口
に
︑

次
は
佐
賀
県
立
図
書
館
の
古
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
さ
ら
に
は
佐
賀
に
来
て
史
料
調
査

を
お
こ
な
う
研
究
者
が
多
く
現
れ
る
よ
う
︑
地
域
の
大
学
・
研
究
機
関
と
し
て
つ
と
め

て
い
き
た
い
︒

お
わ
り
に

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
︑
試
験
版
を
ま
ず
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ

ス
テ
ム
を
用
い
て
公
開
す
る
予
定
で
あ
る
︒
同
館
の
総
合
資
料
学
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
基
づ
く
多
大
な
支
援
に
よ
り
︑
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
業
は
成
り
立
っ
て
い
る
︒
将

来
的
に
は
セ
ン
タ
ー
独
自
の
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
︑
独
自
サ
ー
バ
ー
で
の
運
用
を
め
ざ

し
て
い
る
が
︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
並
列
︶︑
費
用
面
な
ど
を
考
え
る
と
︑
本
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
な
小
さ
な
組
織
で
は
一
朝
一
夕
に
は
い
か
な
い
︒
同
館
が
セ
ン
タ
ー
の
よ

う
に
自
力
で
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
開
発
・
運
用
が
難
し
い
機
関
を
支
援
す
れ
ば
︑
今
後
多

く
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
公
開
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
︑
同
館
を
媒
介
と
し
て
︑
全
国
の
さ
ま

ざ
ま
な
機
関
が
保
有
す
る
歴
史
資
料
デ
ー
タ
が
接
続
す
る
こ
と
に
な
る
︒
同
館
と
の
連

携
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
︑
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
完
成
・
進
化
を
目
指
し
て
い
き
た
い
︒

︻
註
︼

︵
１
︶﹁
佐
賀
藩
に
お
け
る
紙
幣
発
行
︱
﹁
米
筈
﹂
を
例
に
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
経
済
論
集
﹄
四
五
︵
六
︶︑

二
〇
一
三
年
︶︒

︵
２
︶﹁
幕
末
佐
賀
藩
の
小
銃
調
達
と
﹁
拝
領
買
﹂︵
伊
藤
昭
弘
編
﹃
佐
賀
学
Ⅲ
﹄

海
鳥
社
︑
二
〇
一
七

年
︶︒
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