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青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

一

は
 
じ
 
め
 
に

青
森
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
文
化
課
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
近
世
部
会
の

石
塚
と
申
し
ま
す
。
青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
が
、
参
加
者
名
簿
を
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、
現
用
公
文
書
の
管
理

の
方
、
そ
し
て
文
化
財
等
の
歴
史
資
料
管
理
の
方
、
ど
ち
ら
も
ご
参
加
の
よ
う

で
す
。
歴
史
資
料
の
管
理
に
関
し
て
は
調
査
の
実
際
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す

が
、
既
に
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
資
料
の
保
存
に
関
し
て

も
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
件
に
関
し
て
も
詳
し
い
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
青
森
県
の
事
例
と
し
て
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

は
じ
め
に
、
私
の
所
属
は
環
境
生
活
部
県
民
生
活
文
化
課
の
県
史
編
さ
ん
グ

ル
ー
プ
で
す
が
、
環
境
生
活
部
は
県
民
生
活
文
化
課
と
環
境
生
活
課
、
そ
れ
に

青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
、
県
境
再
生
対
策
室
、
自
然
保
護
課
、
原
子
力
安

全
対
策
課
と
六
課
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
今「

お
や
っ」

と
思
わ
れ
た
で
し

ょ
う
が
、
環
境
生
活
部
の
中
で
文
化
関
係
の
課
は
県
民
生
活
文
化
課
一
課
の
み

で
、
あ
と
は
環
境
問
題
が
メ
イ
ン
で
す
。
例
え
ば
、
県
境
再
生
対
策
室
と
い
う

部
署
で
は
、
青
森
・
岩
手
県
境
の
田
子

�
�
�

町
に
、
平
成
八
年
頃
同
町
に
産
業
廃
棄

物
が
不
法
投
棄
さ
れ
た
と
い
う
事
案
が
あ
り
ま
し
て
、
現
在
撤
去
作
業
等
を
進

め
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら「

県
史
関
係
が

な
ん
で
環
境
生
活
部
に
所
属
し
て
い
る
の
か」

と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
と
り

あ
え
ず
県
民
文
化
生
活
課
に
、
生
活
と
い
う
こ
と
で
文
化
振
興
関
係
と
、
さ
ら

に
文
化
の
一
環
と
し
て
県
史
編
さ

ん
グ
ル
ー
プ
が
入
っ
て
お
り
ま

す
。私

は
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に

は
、
今
回
三
度
目
の
配
属
で
す
。

近
世
部
会
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代

を
担
当
し
て
お
り
ま
す
。
最
初
、

平
成
八
年
度
の
事
業
立
上
げ
当
初

に
非
常
勤
嘱
託
員
と
し
て
県
史
編

さ
ん
グ
ル
ー
プ
に
一
年
間
お
世
話

に
な
り
、
そ
の
後
正
職
員
と
し
て

平
成
二
十
四
年
度
市
町
村
公
文
書
・
歴
史
資
料
保
存
利
用
推
進
会
議
 
基
調
講
演（

十
一
月
二
十
一
日）

青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

講
師
 
青
森
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
文
化
課
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
主
査
 
石
 
塚
 
雄
 
士
 
氏



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

二

採
用
さ
れ
、
県
民
生
活
文
化
課
の
前
身
で
あ
る
生
活
文
化
課
に
三
年
間
居
ま
し

た
。
次
に
五
所
川
原
の
県
税
事
務
所
に
行
っ
た
後
、
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に

二
度
目
の
配
属
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
に
異

動
し
て
青
少
年
関
係
の
条
例
を
担
当
し
、
次
に
原
子
力
安
全
対
策
課
で
総
務
を

担
当
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
年
度
の
人
事
異
動
の
結
果
と
し
て
、
県
史
編
さ
ん

グ
ル
ー
プ
に
三
度
携
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
私
も
一
般
行
政
職
な
の
で
広

い
分
野
を
回
っ
て
い
ま
す
。

本
日
は
県
史
編
さ
ん
事
業
に
お
け
る
歴
史
資
料
調
査
の
実
際
、
ま
た
事
務
を

遂
行
す
る
上
で
の
問
題
に
つ
い
て
御
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
、
今

回
基
調
講
演
を
お
引
き
受
け
し
ま
し
た
。

一
 
青
森
県
史
編
さ
ん
事
業
に
つ
い
て

１
 
事
業
の
開
始
ま
で

で
は
、
青
森
県
史
編
さ
ん
事
業
に
関
す
る
話
か
ら
始
め
ま
す
。
ま
ず
、
県
史

編
さ
ん
事
業
の
開
始
ま
で
で
す
が
、
旧『

青
森
県
史』

は
大
正
期
に
編
さ
ん
さ

れ
た
も
の
で
非
常
に
古
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
昭
和
の
終
わ
り
か
ら
平
成
初
め

に
か
け
て
の
時
期
、
最
新
の
歴
史
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
新
た
な
県
史
を

求
め
る
声
が
研
究
者
を
中
心
に
高
ま
り
ま
し
た
。
県
民
の
中
で
も
歴
史
に
興
味

あ
る
方
に
と
っ
て
は
、
大
正
時
代
の
古
い
県
史
し
か
無
い
た
め
新
県
史
を
編
さ

ん
す
べ
き
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
県
内
の
企
業
が
文
化
活
動
の

一
環
と
し
て
小
規
模
な
県
史
の
作
成
計
画
を
立
て
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
銀
行

で
す
が
、
そ
の
当
時
の
頭
取
が
非
常
に
文
化
活
動
に
熱
心
で
、
ま
た
弘
前
藩
の

家
老
の
家
の
御
当
主
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
話
が
あ
っ
て
か
ら
、
や

は
り
県
史
は
県
が
主
体
と
な
っ
て
編
さ
ん
す
る
べ
き
と
い
う
県
内
研
究
者
、
す

な
わ
ち
大
学
の
先
生
方（

青
森
大
学
の
前
学
長
や
歴
史
学
の
先
生）

の
働
き
か

け
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
十
三
湊
遺
跡
や
三
内
丸
山
遺
跡
の
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
い
る
最
中
で
、
か
な
り
大
規
模
な
発
見
等
が
あ
り
騒
が
れ
た
時
代
で

も
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
良
く
県
史
編
さ
ん
に
向
け
た
気
運
が
高
ま
っ
た
時
期

で
し
た
。

２
 
事
業
開
始
か
ら
現
在
ま
で

平
成
六
年
度
、
右
の
よ
う
な
事
情
も
あ
り
、
県
史
編
さ
ん
実
行
に
は
ど
れ
く

ら
い
の
規
模
の
予
算
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
企
画
部
の
広
報
広
聴
課

に
事
業
立
上
げ
の
担
当
を
設
置
し
ま
し
た
。
二
年
間
調
査
を
行
っ
て
、
平
成
八

年
度
に
事
業
を
開
始
し
、
企
画
部
に
県
史
編
さ
ん
室
を
置
き
ま
し
た
。
当
初
計

画
で
は
、事
業
は
平
成
二
十
三
年
度
に
全
五
〇
巻
で
終
了
し
て
い
る
筈
で
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
地
方
交
付
税
が
平
成
十
五
年
度
に
減
額
に
な
る
等
で
計
画

の
見
直
し
が
行
な
わ
れ
、
現
行
計
画
で
は
平
成
二
十
九
年
度
、
つ
ま
り
あ
と
五

年
で
終
了
し
、
全
三
六
巻
に
な
る
予
定
で
進
ん
で
お
り
ま
す
。
昨
年
度（

平
成

二
十
三
年
度
末）

で
第
二
四
巻
ま
で
刊
行
が
済
ん
で
い
ま
す
。
あ
と
一
二
巻
で

終
わ
り
と
な
り
ま
す
。

３
 
事
業
の
性
格

新『

青
森
県
史』

は
、
戦
後
に
行
な
わ
れ
た
都
道
府
県
史
編
さ
ん
事
業
の
中

で
は
最
後
発
と
な
る
も
の
の
一
つ
で
す
。
ほ
か
に
、
新
都
道
府
県
史
を
編
さ
ん

し
て
い
な
い
の
は
、
奈
良
県
、
東
京
都
と
い
っ
た
状
況
で
す
。
最
後
発
の
部
類

だ
っ
た
青
森
県
は
、
逆
に
そ
の
お
蔭
で
様
々
な
面
に
お
い
て
先
行
す
る
自
治
体

史
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん『

秋
田
県
史』

も
参
考
に



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

三

し
ま
し
た
し
、
岩
手
県
の
も
の
は
少
し
古
い
で
す
が
、
仙
台
市
そ
の
他
の
自
治

体
史
も
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

全
体
構
成
も
考
古
・
歴
史
の
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
俗
・
文
化
財
・
自
然

の
分
野
を
含
む
総
合
的
な
も
の
で
、
編
さ
ん
体
制
も
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
関
わ
っ
た
先
生
方
は
、
各
分
野
総
て
集
ま
る
と
一
〇
〇
人
を
超

え
る
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

二
 
青
森
県
史
編
さ
ん
の
体
制
に
つ
い
て

１
 
青
森
県
史
編
さ
ん
委
員
会

青
森
県
史
編
さ
ん
委
員
会
が
組
織
の
頂
点
に
あ
り
ま
す
。
県
知
事
を
会
長
と

し
て
県
史
全
体
の
編
さ
ん
方
針
等
に
つ
い
て
話
し
合
う
委
員
会
で
す
。
県
内
の

い
わ
ゆ
る
有
識
者
を
委
員
と
し
て
設
置
さ
れ
、
実
際
の
編
集
に
携
わ
る
組
織
は

そ
の
下
に
ぶ
ら
下
が
る
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
組
織
が
、
次
に
紹
介
す
る

企
画
編
集
委
員
会
と
専
門
部
会
で
す
。

２
 
企
画
編
集
委
員
会
・
専
門
部
会

実
際
の
編
集
レ
ベ
ル
に
お
け
る
全
体
の
統
括
の
た
め
企
画
編
集
委
員
会
を
設

置
し
ま
し
た
。
こ
の
委
員
会
の
構
成
員
は
、
大
学
の
先
生
方
な
ど
実
際
に
県
史

を
執
筆
さ
れ
る
方
々
で
す
。
こ
の
下
に
、
当
初
、
考
古
・
古
代
・
中
世
・
近

世
・
近
現
代
・
民
俗
・
文
化
財
・
自
然
の
八
つ
の
専
門
部
会
を
置
き
、
企
画
編

集
委
員
は
各
専
門
部
会
の
部
会
長
を
兼
ね
る
形
で
動
い
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、

現
在
は
、
自
然
編
と
資
料
編
古
代
の
刊
行
が
終
了
し
た
た
め
、
自
然
部
会
と
古

代
部
会
は
解
散
し
て
い
ま
す
。
通
史
編
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
三
巻
刊
行
す

る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
向
け
て
通
史
部
会
が
設
置
さ
れ
、
現
在
は
七
専
門
部
会

の
体
制
で
す
。

次
に
、
企
画
編
集
委
員
会
の
下
の
各
専
門
部
会
に
つ
い
て
で
す
が
、
実
際
の

資
料
調
査
・
整
理
及
び
執
筆
・
編
集
は
こ
の
部
会
が
単
位
で
あ
り
、
部
会
所
属

の
専
門
委
員
等
、
具
体
的
に
は
大
学
の
先
生
や
研
究
者
、
高
校
の
先
生
、
青
森

県
立
郷
土
館
の
職
員
等
が
作
業
の
主
体
に
な
り
ま
す
。
各
部
会
は
、
大
体
一
〇

人
弱
の
人
数
で
す
。
部
会
の
構
成
は
、
数
名
か
ら
十
数
名
の
専
門
委
員
に
、
各

部
会
の
推
薦
に
よ
る
メ
ン
バ
ー
を
加
え
た
形
で
す
。推
薦
に
よ
る
メ
ン
バ
ー
は
、

ま
ず
調
査
・
編
集
へ
の
助
言
・
指
導
を
行
な
う
特
別
専
門
委
員
で
あ
り
、
具
体

的
に
は
入
間
田
宣
夫
先
生
や
遠
藤
巌
先
生
な
ど
か
な
り
名
を
知
ら
れ
た
大
学
名

誉
教
授
の
方
々
で
す
。
次
に
、
特
定
の
分
野
の
調
査
・
執
筆
を
担
当
す
る
調
査

研
究
員
で
あ
り
、
大
学
院
生
や
高
校
の
先
生
、
郷
土
史
家
な
ど
各
分
野
に
詳
し

い
方
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
右
の
推
薦
メ
ン
バ
ー
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
各

部
会
で
担
当
箇
所
を
執
筆
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

３
 
県
史
編
さ
ん
事
務
局

県
史
編
さ
ん
事
務
局
の
構
成
は
、
職
員
五
人
、
非
常
勤
嘱
託
八
人
で
各
専
門

部
会
を
担
当
し
、
資
料
調
査
・
整
理
、
編
集
・
刊
行
に
お
け
る
連
絡
調
整
や
委

員
の
作
業
補
助
、
諸
々
の
事
務
を
処
理
し
て
い
ま
す
。
事
業
発
足
当
初
は
、
職

員
一
四
人
、
非
常
勤
嘱
託
一
〇
人
で
あ
り
現
在
の
倍
以
上
の
規
模
で
し
た
が
、

途
中
で
組
織
見
直
し
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。
事
務
室
の
隣

に
作
業
室
が
あ
り
、
作
業
は
こ
こ
で
行
っ
て
い
ま
す
。

４
 
そ
の
他

①
市
町
村
推
薦
調
査
研
究
員

現
在
は
な
い
の
で
す
が
、
市
町
村
推
薦
調
査
研
究
員
と
い
う
制
度
も
あ
り
ま



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

四

し
た
。
こ
れ
は
、
当
該
市
町
村
内
の
資
料
所
在
状
況
等
に
係
る
情
報
提
供
や
、

地
元
の
所
蔵
者
等
と
の
調
整
等
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
調
査
研
究
員
は
県
史
の
執
筆
者
以
外
の
方
々
で
、
地
域
で
長
く
い

ろ
い
ろ
な
研
究
を
し
て
き
た
郷
土
史
家
の
方
な
ど
を
市
町
村
か
ら
推
薦
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
調
査
研
究
員
が
持
っ
て
い
た
古
文
書
の
所
在
情
報
、
所
蔵
者
と

の
人
的
つ
な
が
り
等
を
活
用
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
調
査
成
果
を
書
籍
と
し
て

刊
行
し
、
調
査
の
段
階
を
終
え
た
こ
と
か
ら
本
制
度
は
廃
止
し
て
い
ま
す
。
た

だ
、
調
査
研
究
員
を
頼
ん
で
い
た
縁
で
、
現
在
も
地
域
の
古
文
書
発
見
に
関
す

る
情
報
を
時
々
電
話
な
ど
で
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
的
研

究
の
ま
と
め
等
も
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

②
市
町
村
県
史
担
当
部
局

毎
年
度
、
各
市
町
村
で
県
史
編
さ
ん
事
業
に
関
し
て
ど
の
部
局
ま
た
は
職
員

が
窓
口
と
な
る
か
を
照
会
し
て
い
ま
す
。
大
部
分
の
市
町
村
で
は
、
文
化
財
を

担
当
し
て
い
る
部
局
が
県
史
関
係
の
窓
口
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
用
文
書
を
扱

っ
て
い
る
課
が
窓
口
に
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
生
涯

学
習
課
等
で
担
当
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。
こ
ち
ら
で
地
域
調
査
に
入
る
時

に
は
、
そ
の
市
町
村
の
県
史
担
当
部
局
に
事
前
に
声
を
掛
け
て
い
ま
す
。

三
 
青
森
県
所
在
の
文
献
資
料

１
 
概
 
要

青
森
県
内
に
は
中
世
以
前
の
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
中

世
の
大
名
は
安
東
氏
と
南
部
氏
で
す
が
、
南
部
氏
は
盛
岡
、
安
東
氏
は
福
島
の

三
春
に
行
っ
た
た
め
、
青
森
県
内
に
は
資
料
が
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

近
世
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
の
資
料
は
、
藩
庁
所
在
地
に
ほ
と
ん
ど
が
所
在

し
て
い
ま
す
。
弘
前
藩
の
資
料
は
弘
前
に
、
盛
岡
藩
の
資
料
は
盛
岡
に
、
斗
南

藩
と
七
戸
藩
は
後
か
ら
で
き
た
の
で
資
料
が
あ
ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
八
戸

藩
の
資
料
は
八
戸
に
あ
り
ま
す
。
次
に
藩
主
家
の
資
料
で
す
が
、
弘
前
藩
は
津

軽
家
、盛
岡
藩
と
八
戸
藩
は
南
部
家
の
資
料
に
な
り
ま
す
。津
軽
家
の
資
料
は
、

弘
前
の
市
立
図
書
館
と
東
京
の
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
に
大
部
分
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
南
部
家
の
資
料
は
、
盛
岡
に
あ
る
岩
手
県
立
図
書
館
と
も
り
お
か

歴
史
文
化
館
に
大
部
分
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
八
戸
で
は
八
戸
市
立
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
部
家
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
ま
た
津
軽
家
は

戦
国
期
以
降
の
新
興
勢
力
な
の
で
中
世
以
前
の
資
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
近
世
の
資
料
で
も
各
藩
か
ら
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
が
あ
り
ま

す
。
青
森
県
が
で
き
た
時
の
行
政
文
書
で
す
ね
。
そ
れ
ら
は
県
立
図
書
館
に
移

管
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
年
七
月
二
十
八
日
の
空
襲
で
図
書
館
が
焼
け
ま

し
た
。
藩
庁
文
書
は
全
焼
を
免
れ
ま
し
た
が
、
戦
後
間
も
な
く
県
庁
に
移
し
た

と
こ
ろ
、
火
災
に
遭
い
焼
失
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な

い
状
況
で
す
。
明
治
期
に
各
藩
か
ら
青
森
県
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
は
、
こ
こ

で
失
わ
れ
た
形
で
す
。
で
す
か
ら
、
資
料
の
残
存
状
況
は
結
構
厳
し
い
と
言
え

ま
す
。

２
 
主
な
調
査
対
象
と
な
る
文
書

で
は
、右
の
よ
う
な
資
料
残
存
状
況
下
で
ど
の
よ
う
に
調
査
し
た
か
で
す
が
、

各
藩
の
藩
士
家
に
伝
来
し
た
文
書
を
対
象
に
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
藩
士
は
城

下
町
に
集
住
し
て
い
ま
し
た
が
、
自
分
の
給
地
に
移
る
か
明
治
以
降
に
転
居
な

ど
し
て
、
県
内
外
に
文
書
が
所
在
し
て
い
ま
す
。
意
外
と
藩
士
の
家
に
ま
だ
文



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

五

書
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

次
に
、
商
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
す
が
、
青
森
県
の
鰺
ヶ
沢
、
青
森
、
八
戸
、

田
名
部（
現
・
む
つ
市）

な
ど
に
港
が
あ
り
、
結
構
商
売
を
し
て
い
た
家
が
そ

の
近
辺
に
あ
り
ま
し
た
の
で
調
査
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
名
主
・

肝
煎
や
豪
農
家
伝
来
の
地
方
文
書
が
あ
り
、
さ
ら
に
古
い
寺
社
に
も
文
書
が
伝

来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
ま
で
が
第
一
次
の
調
査
対
象
で
す
。

郷
土
史
家
等
の
収
集
文
書
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
彼

ら
が
文
書
を
持
っ
て
い
る
家
に
行
っ
て
収
集
し
た
例
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し

た
な
か
で
家
が
代
替
わ
り
し
、
家
族
か
ら
資
料
の
扱
い
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
か

相
談
さ
れ
る
こ
と
が
た
ま
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
古
紙
回
収
業
者
を
営
ん
で
い

た
方
が
、
旧
藩
士
の
家
で
蔵
を
壊
す
際
に
文
書
が
出
て
き
て
、
古
紙
回
収
に
出

す
と
こ
ろ
資
料
的
価
値
を
認
め
て
保
存
し
て
お
い
て
く
れ
た
例
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
現
在
、
弘
前
の
市
立
図
書
館
に
結
構
大
き
な
文
庫
と
し
て
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
幸
運
な
事
例
も
あ
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ

て
い
な
い
部
分
も
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
他
地
域
へ
の
流
出
文
書
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
資
料
所
蔵
者
の
代
替
わ

り
の
際
、
古
本
屋
な
ど
が
入
る
こ
と
で
外
部
に
流
出
し
た
り
し
ま
す
。
今
で
も

古
本
屋
か
ら「

青
森
県
関
係
の
資
料
が
出
た
か
ら
購
入
し
な
い
か」

と
い
っ
た

電
話
が
来
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
古
美
術
商
で
も
あ
る
県

外
の
方
か
ら
も
、「

こ
れ
は
ど
う
も
青
森
県
関
係
の
資
料
で
は
な
い
か
、
ち
ょ

っ
と
見
て
く
れ
な
い
か」

と
い
っ
た
連
絡
が
来
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
県
史

編
さ
ん
事
務
局
で
買
え
る
資
料
は
購
入
し
て
い
ま
す
が
、
購
入
に
至
ら
な
く
と

も
情
報
が
あ
れ
ば
極
力
現
物
を
見
に
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
明
治
初
期
に
旧
藩
の
文
書
管
理
が
ず
さ
ん
に
な
っ
た
際
に
流
出
し
た

も
の
も
あ
り
ま
す
。
弘
前
藩
の
事
例
で
す
が
、
旧
藩
で
日
記
方
を
勤
め
、
城
中

の
文
書
蔵
で
明
治
十
年
代
ま
で
藩
庁
日
記（

御
国
日
記
三
三
〇
〇
冊
、
江
戸
日

記
一
五
〇
〇
冊）

を
管
理
し
て
い
た
方
が
お
り
ま
し
た
。
旧
藩
時
代
に
は
、

様
々
な
帳
面
を
集
め
て
書
き
写
し
藩
庁
日
記
を
作
成
し
て
い
ま
し
た
。
書
き
写

し
の
役
人
だ
っ
た
方
は
文
書
蔵
に
ず
っ
と
居
て
仕
事
を
続
け
て
い
た
ら
し
く
蔵

中
の
文
書
に
精
通
し
て
い
て
、
明
治
の
頃
、
旧
藩
の
事
を
知
り
た
い
人
が
訪
ね

て
き
て「

こ
の
よ
う
な
文
書
は
な
い
か」

と
聞
く
と
、
蔵
か
ら
持
っ
て
き
て
貸

し
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
ま
に
古
本
屋
な
ど
か
ら「

な
ん
で
こ
れ

が
こ
こ
に
あ
る
の
か」

と
思
う
資
料
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
際
に
流
出
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

四
 
県
史
編
さ
ん
事
業
に
係
る
資
料
調
査

１
 
目
 
的

事
業
の
目
的
は
、
県
内
の
歴
史
資
料
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
分
類
・
整
理

し
て
記
録
す
る
こ
と
で
、
県
民
共
通
の
財
産
と
し
て
、
県
史
の
編
さ
ん
に
資
す

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
県
史
編
さ
ん
の
大
前
提
で
す
。
こ
れ
を
元
に
調
査
を
行

っ
て
い
ま
す
。

２
 
期
待
さ
れ
る
効
果
等

期
待
さ
れ
る
効
果
等
と
し
て
は
、ま
ず
、歴
史
資
料
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、

分
類
・
整
理
す
る
こ
と
で
、そ
の
後
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
記
録
す
る
こ
と
で
、
亡
失
や
毀
損
へ
の
備
え
と
な
り
ま
す
。
最
近
多
い

の
で
す
が
、
災
害
、
地
震
で
蔵
が
倒
壊
し
た
、
津
波
で
流
さ
れ
た
と
い
っ
た
例



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

六

が
あ
り
ま
す
ね
。
写
真
な
ど
に
撮
影
し
て
お
け
ば
、
災
害
で
失
わ
れ
て
も「

こ

の
よ
う
な
資
料
が
あ
っ
た」

と
い
う
記
録
が
残
り
ま
す
。
保
管
状
況
が
改
善
さ

れ
、
劣
化
の
進
行
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
蔵
の
中

に
入
っ
て
い
る
状
況
よ
り
は
、
調
査
の
際
に
中
性
紙
袋
で
の
保
存
や
劣
化
防
止

処
置
を
あ
る
程
度
し
ま
す
の
で
効
果
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
資
料
所
蔵
者
と

関
係
を
持
つ
こ
と
で
、
資
料
の
散
逸
等
が
あ
る
程
度
抑
止
さ
れ
ま
す
。
御
当
主

が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
時
な
ど
、
資
料
を
ど
う
扱
う
か
相
談
を
い
た
だ
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、期
待
さ
れ
る
効
果
を
四
点
ほ
ど
挙
げ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

３
 
調
査
の
流
れ

①
資
料
所
在
情
報
の
提
供

ア
 
市
町
村
推
薦
調
査
研
究
員
か
ら

編
さ
ん
事
業
開
始
当
初
、
市
町
村
推
薦
調
査
研
究
員
か
ら
、
担
当
市
町
村
内

の
資
料
所
在
に
係
る
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
市
町
村
推
薦
調
査
研

究
員
は
、
各
市
町
村
史
の
編
さ
ん
に
関
わ
っ
た
人
が
多
く
推
薦
さ
れ
て
い
た
た

め
、当
該
市
町
村
内
の
資
料
所
在
に
係
る
情
報
を
結
構
多
く
持
っ
て
い
ま
し
た
。

イ
 
資
料
所
蔵
者
本
人
か
ら

県
史
編
さ
ん
は
八
〇
年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
で
、
当
初
非
常
に
話
題
性
が
あ
っ

た
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
何
回
も
取
り
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

「

県
史
が
始
ま
っ
た」

と
い
う
こ
と
だ
け
は
資
料
所
蔵
者
に
お
ぼ
ろ
げ
に
で
も

記
憶
さ
れ
、「

蔵
を
壊
し
た
ら
文
書
が
出
て
き
た」「

神
棚
か
ら
何
か
出
て
き
た」

な
ど
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
県
史
編
さ
ん
事
業
と
い
う
窓
口
が
出
来
た
こ
と
か
ら
、
県
庁
に
電
話

が
掛
か
っ
て
き
た
時
も
、「

古
文
書」

と
言
う
と
電
話
交
換
手
の
方
で
す
ぐ
に

県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に
回
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

に
、
資
料
所
蔵
者
か
ら
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
等
が
集
ま
り
や

す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
窓
口
が
あ
る
と
い
う
便
利
さ
は
、
県
史
を
や
っ
て
み
て

初
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
以
前
は
電
話
で
県
史
関
係
の
情
報
提
供
が
あ
る
と
青

森
県
立
郷
土
館
に
回
さ
れ
た
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
事
業
が
始
ま
っ
た
後
は

直
接
電
話
が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ウ
 
資
料
所
在
市
町
村
か
ら

市
町
村
か
ら
情
報
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
市
町
村
で

資
料
の
所
在
調
査
を
で
き
れ
ば
何
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
青
森
県

で
は
青
森
市
が
市
史
編
さ
ん
事
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
延
長
線
上
で
資

料
の
所
在
調
査
が
可
能
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
資
料
の
所
在
調
査
が
で
き
る

部
局
が
無
い
市
町
村
で
は
、
単
独
で
は
調
査
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に
相
談
の
電
話
が
来
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。市
町
村
単
独
で
資
料
所
在
調
査
が
で
き
な
い
事
情
は
様
々
あ
る
の
で
す
が
、

ま
ず
調
査
担
当
と
な
る
部
局
の
人
数
が
足
り
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
担
当
職
員
の
専
門
が
違
う
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
青
森
県

の
場
合
、
自
治
体
の
文
化
財
担
当
者
は
考
古
学
が
専
門
の
人
が
多
い
た
め
、
く

ず
し
字
が
読
め
な
い
な
ど
文
献
資
料
の
調
査
や
整
理
等
は
必
ず
し
も
得
意
で
は

な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
情
で
、
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー

プ
に
助
力
を
仰
ぐ
相
談
が
来
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

自
治
体
史
編
さ
ん
中
の
自
治
体
に
お
い
て
は
、
執
筆
者
が
県
史
と
共
通
し
て

い
る
時
は
、
資
料
所
在
調
査
の
際
に
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に
連
絡
が
来
る
こ
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と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、市
町
村
と
の
合
同
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

県
史
編
さ
ん
事
業
は
、
各
時
代
の
専
門
の
研
究
者
が
集
め
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
情

報
も
集
ま
っ
て
お
り
、
文
献
資
料
の
調
査
や
整
理
等
の
経
験
も
豊
富
で
す
か
ら

だ
い
た
い
対
応
で
き
ま
す
。
ま
た
、
研
究
者
リ
ス
ト
を
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ

で
す
か
ら
、
調
査
に
必
要
な
人
手
を
集
め
る
こ
と
も
比
較
的
容
易
で
す
。

②
資
料
の
性
格
及
び
伝
来
経
路
、
概
数
確
認

こ
こ
か
ら
具
体
的
な
調
査
の
流
れ
に
入
り
ま
す
。
既
に
資
料
所
在
調
査
を
実

施
し
て
い
る
方
に
は
、
い
ま
さ
ら
の
話
で
恐
縮
で
す
が
青
森
県
の
事
例
と
し
て

お
聞
き
く
だ
さ
い
。

ま
ず
、調
査
計
画
作
成
の
た
め
資
料
の
年
代
・
性
格
・
数
量
を
把
握
し
ま
す
。

何
時
代
の
物
か
、
誰
が
持
っ
て
い
た
物
か
、
点
数
は
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
を
明

確
に
し
て
お
か
な
い
と
、調
査
に
従
事
す
る
人
数
を
決
め
ら
れ
な
い
た
め
で
す
。

次
に
、
資
料
が
作
成
さ
れ
た
地
域
と
扱
っ
て
い
る
分
野
等
を
考
慮
し
て
メ
イ

ン
の
調
査
者
と
な
る
専
門
委
員
等
を
選
定
し
ま
す
が
、
例
え
ば
弘
前
の
資
料
で

あ
れ
ば
弘
前
に
詳
し
い
委
員
、
八
戸
の
資
料
で
あ
れ
ば
八
戸
に
詳
し
い
委
員
を

選
ん
で
、
あ
と
は
点
数
で
従
事
人
数
を
見
積
も
り
し
ま
す
。
一
〇
点
ほ
ど
で
あ

れ
ば
一
人
、
一
〇
〇
点
ほ
ど
で
あ
れ
ば
三
人
と
見
積
も
り
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
現
在
の
所
蔵
者
が
原
所
蔵
者
か
否
か
、
つ
ま
り
、
元
か
ら
資
料
を

持
っ
て
い
た
人
か
、
あ
る
い
は
貰
う
か
買
っ
た
人
か
を
明
確
に
し
ま
す
。
原
所

蔵
者
、
元
か
ら
資
料
を
持
っ
て
い
た
人
で
あ
れ
ば
、
資
料
作
成
者
の
職
業
を
把

握
し
ま
す
。
例
え
ば
、
藩
士
だ
っ
た
か
、
村
役
人
だ
っ
た
か
等
で
す
ね
。
原
所

蔵
者
以
外
で
あ
れ
ば
、
誰
か
ら
貰
っ
た
の
か
、
ど
こ
か
ら
買
っ
た
の
か
、
入
手

経
路
と
経
緯
を
把
握
し
ま
す
。
し
か
し
、
右
の
情
報
を
な
か
な
か
確
定
で
き
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
事
務
局
が
予
備
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
所
蔵
者
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
話
を
聞
き
、
資
料

原
本
を
見
せ
て
も
ら
う
形
で
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、
調
査
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
計
画
を
作
成
し
ま
す
。

③
調
査
計
画
作
成

調
査
実
施
に
計
画
作
成
を
要
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
調
査
期

間
、
点
数
、
調
査
場
所
の
面
積
、
所
蔵
者
の
都
合
等
を
勘
案
し
て
作
成
し
ま
す
。

場
所
等
の
制
約
が
大
き
い
場
合
は
借
用
も
検
討
し
ま
す
が
、
資
料
は
原
則
と
し

て
所
在
地
の
場
所
か
ら
動
か
さ
な
い
よ
う
に
し
て
調
査
を
行
い
ま
す
。
個
人
の

お
宅
で
資
料
が
大
量
に
あ
る
と
い
う
場
合
は
、
さ
す
が
に
そ
の
場
所
で
の
調
査

は
無
理
で
あ
り
、
所
蔵
者
の
方
と
話
し
合
っ
て
資
料
の
借
用
及
び
借
用
期
間
を

決
め
ま
す
。

次
に
、
調
査
従
事
者
の
人
数
と
構
成
で
す
が
、
メ
イ
ン
の
調
査
者
と
専
門
委

員
、
調
査
研
究
員
を
選
ん
で
決
定
し
ま
す
。
一
方
、
事
務
局
は
典
籍
類（

刷
り

物）

の
整
理
や
資
料
撮
影
等
の
補
助
的
作
業
に
従
事
し
ま
す
。
そ
の
場
で
先
生

方
か
ら「

こ
れ
を
写
真
に
撮
っ
て」

と
頼
ま
れ
た
ら
撮
影
す
る
わ
け
で
す
。
そ

の
よ
う
な
補
助
的
作
業
で
必
要
人
数
を
見
積
も
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
事
務
局

が
補
助
で
、
先
生
方
の
人
数
を
資
料
の
点
数
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

撮
影
等
の
記
録
方
法
で
す
が
、
調
査
時
間
が
短
け
れ
ば
全
部
は
撮
影
せ
ず
、

手
軽
に
撮
影
で
き
る
資
料
だ
け
で
済
ま
せ
ま
す
。
調
査
時
間
を
長
く
取
れ
る
場

合
で
あ
れ
ば
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
手
間
を
か
け
て
撮
影
す
る
こ
と
も
あ
り
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ま
す
。④

調
査
実
施

資
料
所
在
地
に
お
け
る
実
際
の
調
査
の
流
れ
で
す
が
、
ま
ず
点
数
の
確
定
を

し
ま
す
。
こ
れ
は
基
本
中
の
基
本
で
す
。

し
か
し
、
点
数
を
は
っ
き
り
区
分
で
き
る
資
料
で
あ
れ
ば
確
定
は
容
易
で
す

が
、
手
紙
類
な
ど
ま
と
め
て
一
束
に
な
っ
て
い
る
資
料
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に

文
書
を
見
た
方
は
良
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
右
の
よ
う
な
も
の
は
調
査
時

間
が
短
い
場
合
、
一
括
し
て「
◯
◯
関
係」

一
点
と
い
う
形
で
数
え
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
後
で
時
間
が
あ
れ
ば
、
一
括
し
た
も
の
を
一
点
ず
つ
に
分
け
て
点

数
を
数
え
直
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

次
に
、
資
料
名
の
付
与
、
調
査
カ
ー
ド
の
作
成
、
資
料
の
封
筒
詰
め
に
進
み

ま
す
。
ま
ず
は
、
専
門
委
員
の
先
生
の
担
当
作
業
で
す
。
簿
冊
な
ど
表
紙
に
標

題
の
書
い
て
あ
る
も
の
は
そ
れ
が
資
料
名
に
な
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
手
紙
な

ど
内
容
を
読
ま
な
い
と
資
料
名
を
付
け
ら
れ
な
い
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る

と
事
務
局
の
職
員
で
は
手
が
出
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
先
生
方
に「
誰
々
の
書
状」

な
ど
適
切
な
資
料
名
を
付
与
し
て
も
ら
い
、
調
査
カ
ー
ド
及
び
封
筒
に
所
要
事

項
を
記
載
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
カ
ー
ド
と
資
料
を
封
筒
詰
め
し
て
も

ら
っ
た
後
、
こ
こ
か
ら
先
は
事
務
局
に
渡
り
ま
す
。

事
務
局
は
封
筒
を
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
資
料
に
仮
番
号
を
付
与
し
ま
す
。

資
料
名
・
形
態
・
年
代
等
で
大
ま
か
に
分
類
す
る
の
で
す
が
、
大
き
な
変
更
が

な
け
れ
ば
封
筒
を
渡
さ
れ
た
順
番
に
し
て
仮
番
号
を
付
与
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
カ
ー
ド
と
封
筒
に
同
じ
番
号
を
付
け
た
後
、
カ
ー
ド
だ
け
を
抜
き
ま
す
。

そ
し
て
、
資
料
の
撮
影
で
す
が
、
そ
の
場
で
撮
影
す
る
場
合
は
仮
番
号
も
写
し

込
み
ま
す
。
撮
影
し
た
も
の
は
、
カ
ー
ド
と
封
筒
に
そ
の
旨
を
記
載
し
ま
す
。

次
に
、
封
筒
詰
め
し
た
資
料
は
、
段
ボ
ー
ル
箱
等
に
よ
り
長
期
保
管
可
能
な
形

に
整
理
し
ま
す
。
段
ボ
ー
ル
箱
は
、
概
ね
資
料
の
点
数
に
応
じ
た
数
を
持
っ
て

行
き
ま
す
。
事
務
局
で
は
、
折
り
た
た
み
式
箱
の
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
広
が
る
も
の

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
封
筒
詰
め
し
た
資
料
を
、
そ
の
場
で
入
れ
て
い

く
わ
け
で
す
。封
筒
は
特
に
指
定
し
て
作
成
し
た
中
性
紙
製
の
も
の
を
使
用
し
、

段
ボ
ー
ル
箱
に
は
調
査
日
・
調
査
者（

青
森
県
史）

等
を
記
入
し
て
お
き
、
長

い
間
置
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
劣
化
し
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
が
、
現
地

で
の
調
査
で
す
。

⑤
調
査
後
の
処
理

資
料
を
事
務
局
に
持
ち
帰
っ
た
後
は
、
正
式
な
資
料
番
号
を
付
与
し
ま
す
。

持
ち
帰
っ
た
調
査
カ
ー
ド
は
、
現
地
で
作
成
し
た
た
め
不
備
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、後
で
詳
細
に
検
討
の
う
え
分
類
し
正
式
な
番
号
を
付
与
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
は
仮
番
号
の
ま
ま
管
理
す
る
こ
と
が
多
く
、
調
査
カ
ー
ド
の
内

容
を
パ
ソ
コ
ン
で
リ
ス
ト
化
し
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
で
あ
れ
ば
、
仮
番
号
が

甘
く
付
与
さ
れ
て
い
て
も
、
検
索
が
ほ
ぼ
可
能
だ
か
ら
で
す
。
現
在
は
右
の
よ

う
な
手
間
を
掛
け
な
い
方
法
で
処
置
し
て
い
ま
す
。

次
に
、
調
査
カ
ー
ド
の
内
容
を
パ
ソ
コ
ン
で
リ
ス
ト
化
し
ま
す
。
こ
の
リ
ス

ト
は
、
県
史
の
最
後
に「

収
録
資
料
リ
ス
ト」

を
付
け
ま
す
が
、
こ
れ
を
作
成

す
る
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
る
も
の
で
す
。
リ
ス
ト
化
作
業
に
は
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
デ
ー
タ
の

取
り
扱
い
が
簡
便
で
委
員
等
に
も
提
供
し
や
す
い
表
計
算
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て

い
ま
す
。
私
が
最
初
に
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に
配
属
さ
れ
た
平
成
八
年
当
時
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は
、パ
ソ
コ
ン
の
性
能
が
ま
だ
低
く
、長
い
表
を
作
成
す
る
と
時
間
が
掛
か
り
、

読
み
込
み
途
中
で
デ
ー
タ
が
飛
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
性
能
が
向
上

し
た
た
め
、
表
計
算
ソ
フ
ト
で
大
概
の
こ
と
は
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。パ

ソ
コ
ン
で
リ
ス
ト
を
作
成
し
整
理
を
終
え
た
後
は
、
リ
ス
ト
と
写
真
等
を

関
係
者
へ
送
付
し
ま
す
。
関
係
者
と
は
、
資
料
所
蔵
者
と
情
報
提
供
者
、
そ
し

て
関
係
委
員
で
す
。
調
査
に
行
っ
た
先
の
市
町
村
の
方
に
も
、
リ
ス
ト
と
写
真

等
を
送
付
し
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
等
複
製
の
容
易
な
も
の
は
、
Ｃ
Ｄ‐

Ｒ

等
に
複
製
し
て
送
っ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
場
合
等
、

複
製
が
困
難
な
場
合
は
、
リ
ス
ト
の
み
の
送
付
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
資
料

を
借
用
し
た
場
合
は
返
却
し
ま
す
。

４
 
市
町
村
と
共
同
調
査
す
る
場
合
の
役
割
等

①
市
町
村

市
町
村
の
場
合
、
資
料
の
周
辺
情
報
、
つ
ま
り「

資
料
所
蔵
者
の
家
は
ど
の

よ
う
な
家
か」

の
情
報
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
提
供
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
元
の
人
の
こ
と
は
地
元
の
人
と
話
を
し
た
方
が

早
い
の
で
、
資
料
所
蔵
者
と
の
調
整
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
調
査
実
施
の
時

に
は
、
市
町
村
の
職
員
に
も
資
料
所
在
調
査
の
や
り
方
を
覚
え
て
も
ら
う
た
め

に
、
補
助
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
県
史
編
さ
ん

県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
側
で
は
、
資
料
所
蔵
者
と
の
調
整
、
調
査
実
施
時
の

撮
影
等
の
補
助
の
ほ
か
、
調
査
実
施
者
の
確
保
・
調
整
を
行
っ
た
り
、
調
査
結

果
の
ま
と
め
を
市
町
村
に
提
供
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

五
 
調
査
・
保
管
に
係
る
課
題
等

１
 
資
料
調
査
に
係
る
課
題

こ
こ
か
ら
は
、
私
が
資
料
の
調
査
や
保
管
に
関
し
て
常
々
課
題
と
思
っ
て
い

る
こ
と
を
お
話
し
ま
す
。

最
初
に
資
料
調
査
に
係
わ
る
課
題
で
す
が
、
資
料
所
蔵
者
か
ら
直
接
情
報
提

供
が
あ
っ
た
場
合
、「

当
該
市
町
村
へ
ど
の
よ
う
に
情
報
提
供
を
し
て
い
く
の

か」

と
い
う
問
題
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
当
該
市
町
村
が
自
治
体
史
を

編
さ
ん
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「

県
史
に
電
話
で
こ
の
よ
う
な
情
報
が
来
た

の
で
、
一
緒
に
調
査
に
行
き
ま
せ
ん
か」

と
連
絡
す
る
の
で
す
が
、
自
治
体
史

を
や
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
市
町
村
の
ど
の
部
局
に
話
を
す
れ
ば
良
い
か
悩
み

ま
す
。
当
該
自
治
体
が
資
料
を
積
極
的
に
収
集
し
て
い
る
場
合
や
、
県
史
編
さ

ん
グ
ル
ー
プ
の
調
査
員
が
入
っ
た
際
に
重
要
な
発
見
が
あ
っ
た
場
合
は
、
ス
ム

ー
ス
に
情
報
提
供
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
市
町
村
と

の
情
報
共
有
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー

プ
側
に
と
っ
て
反
省
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

以
前
は
、
資
料
所
在
目
録
を
刊
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
十
五
年
度
に
事

業
が
縮
小
さ
れ
た
た
め
、
予
算
等
の
事
情
に
よ
り
取
り
止
め
ま
し
た
。
そ
う
い

う
こ
と
で
毎
年
、
目
録
と
い
う
手
段
で
調
査
成
果
を
市
町
村
へ
定
期
的
に
還
元

し
て
い
た
の
で
す
が
、
現
在
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
リ
ス
ト
な
ど
を
市

町
村
に
送
付
し
て
は
い
る
の
で
す
が
、
市
町
村
側
が
忙
し
か
っ
た
り
、
ま
た
担

当
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
し
て
、そ
の
ま
ま
に
さ
れ
た
例
が
実
際
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
側
に
は
反
省
点
で
す
。市
町
村
側
か
ら
す
れ
ば
、

適
切
な
情
報
提
供
が
要
望
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

一
〇

２
 
資
料
保
管
に
係
る
課
題

①
収
納
ス
ペ
ー
ス
の
問
題

資
料
保
管
に
関
し
て
、
青
森
県
の
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
で
は
か
な
り
苦
労

し
て
い
ま
す
。青
森
県
史
で
は
、現
地
で
の
資
料
保
存
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
収
納
ス
ペ
ー
ス
が
、
現
在
、
全
く
な
い
に
等
し
い
か
ら
で

す
。
そ
の
た
め
、
現
地
で
資
料
所
蔵
者
に
管
理
上
の
注
意
を
伝
え
、
虫
害
が
な

い
よ
う
に
定
期
的
に
防
虫
剤
を
入
れ
替
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

注
意
点
を
伝
え
て
、
な
る
べ
く
劣
化
や
物
理
的
破
損
を
軽
減
し
て
も
ら
い
な
が

ら
保
管
を
お
願
い
し
て
い
る
状
況
で
す
。

県
史
編
さ
ん
事
業
用
の
資
料
保
管
庫
に
は
、
独
立
空
調
や
床
補
強
等
の
設
備

を
備
え
た
部
屋
を
庁
舎
内
に
一
室
確
保
し
て
い
ま
す
。
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ

が
現
在
入
っ
て
い
る
庁
舎
を
建
て
る
時
に
専
用
に
作
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
た

だ
し
、
非
常
に
手
狭
で
、
資
料
は
隙
間
を
詰
め
て
保
管
し
て
い
ま
す
。
県
史
編

さ
ん
事
業
が
あ
と
五
年
で
終
わ
る
と
は
言
え
、
現
在
の
ペ
ー
ス
で
は
収
集
資
料

全
部
が
収
納
で
き
る
か
ど
う
か
、
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
で
す
。

た
だ
し
、
資
料
所
蔵
者
か
ら
諸
事
情
に
よ
り
保
管
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
旨

の
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
資
料
群
と
関
係
の
深
い
市
町
村
に
情
報
を
提

供
し
、
受
け
入
れ
を
打
診
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
市
町
村
に
郷
土
資
料
館
な
ど

が
あ
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
な
い
場
合
に
は
お
願
い
し
て
も
駄
目
な
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
な
る
べ
く
資
料
を
地
元
か
ら
外
に
出
さ
な
い
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま

す
。も

ち
ろ
ん
市
町
村
に
も
事
情
が
あ
る
の
で
、
現
地
保
存
が
困
難
な
場
合
は
、

収
納
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
県
立
郷
土
館
や
県
立
図
書
館
等
の
資
料
収
蔵
機
関
と
相

談
し
て
最
終
的
な
受
け
入
れ
先
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
県
外
に
は
流

出
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
に
資
料
保
存
を
お
願
い
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
段
ボ
ー
ル
箱
詰
め
で
収
蔵
庫
の
中
に
積
ん
だ
ま
ま
に
し
て
お
く
の
は

寄
贈
寄
託
者
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
た
め
、基
本
的
に
受
け
入
れ
て
い
ま
せ
ん
。

青
森
県
に
は
公
文
書
館
が
な
い
の
で
、
文
書
を
収
納
で
き
る
の
は
県
立
郷
土
館

と
県
立
図
書
館
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

②
劣
化
の
問
題

県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
で
は
寄
贈
寄
託
資
料
を
あ
ま
り
受
け
入
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
ま
す
が
、
古
本
屋
か
ら
資
料
が
出
た
場
合
、
緊
急
避
難
的
に
購
入
し

て
い
ま
す
の
で
劣
化
の
問
題
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
で
は
、
基
本
的
に
資
料
の
修
復
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

背
景
に
は
技
術
的
及
び
予
算
的
事
情
、そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
劣
化
対
策
は
、
修
復
よ
り
も
予
防
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。

近
世
期
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
文
書
の
劣
化
は
、
虫
損
や
水
損
等
に
よ
る
物
理

的
破
損
が
多
い
状
況
で
す
。
近
世
の
文
書
の
場
合
、
和
紙
で
あ
り
意
外
と
強
い

の
で
、
一
部
に
は
状
態
の
悪
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
虫
損
や
水
損
さ
え
予
防

す
れ
ば
大
体
保
護
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
劣

化
防
止
が
今
後
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
近
現
代
の
文
書
で
す
。
特
に
一
九
七

〇
年
代
以
前
の
文
書
の
多
く
は
酸
性
紙
を
使
用
し
て
い
た
た
め
、
用
紙
そ
の
も

の
が
触
っ
た
だ
け
で
崩
れ
る
状
態
に
な
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

近
現
代
の
文
書
で
非
常
に
た
ち
が
悪
い
の
は
、
ホ
チ
キ
ス
の
針
と
ク
リ
ッ
プ

で
す
。
こ
れ
ら
が
付
い
て
い
る
と
、
文
書
を
傷
め
る
こ
と
お
び
た
だ
し
く
、
錆



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

一
一

に
よ
っ
て
紙
と
紙
が
貼
り
付
き
、
剥
が
せ
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
さ
ら
に
酸

性
紙
の
場
合
、
無
理
に
剥
が
そ
う
と
す
る
と
、
そ
の
箇
所
か
ら
一
気
に
崩
れ
た

り
し
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
ク
も
日
に
当
た
る
と
ど
ん
ど
ん
薄
く
な
り
ま
す
。
ブ
ル
ー
ブ
ラ

ッ
ク
の
イ
ン
ク
は
強
い
よ
う
で
す
が
、
普
通
の
黒
イ
ン
ク
や
赤
イ
ン
ク
は
日
光

で
褪
色
し
ま
す
。
特
に
赤
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
文
字
は
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
き

ま
す
。

こ
の
他
、
図
面
な
ど
で
使
用
さ
れ
た
ジ
ア
ゾ
コ
ピ
ー（

青
焼
き）

も
日
光
に

当
た
る
と
褪
色
し
ま
す
。
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
出
た
感
熱
紙
で
す

が
、
ワ
ー
プ
ロ
文
書
に
結
構
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
普
及
が
進
ん
だ
頃
に

は
、
経
年
劣
化
に
よ
る
褪
色
で
長
く
は
保
た
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
コ
ピ
ー
し

た
も
の
を
綴
じ
込
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
初
期
の
頃
は
感
熱
紙
自

体
を
綴
じ
込
ん
で
い
ま
す
。
青
森
県
の
場
合
も
、
こ
の
よ
う
な
例
が
結
構
あ
り

ま
す
。
感
熱
紙
は
五
年
く
ら
い
経
つ
と
見
事
に
文
字
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

一
〇
年
保
存
文
書
で
も
、
感
熱
紙
が
綴
じ
ら
れ
中
身
が
何
も
読
め
な
い
こ
と
も

間
々
あ
り
ま
し
た
。
県
史
の
対
象
範
囲
で
要
注
意
は
ジ
ア
ゾ
コ
ピ
ー
ま
で
で
す

が
、
現
用
文
書
に
は
か
な
り
危
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

次
に
フ
ィ
ル
ム
類
で
す
が
、
余
り
劣
化
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
は
湿
度
調
整
が
悪
い
と
す
ぐ
に
カ
ビ
が
発
生
し
ま
す
。
こ
の
他
、「

ビ
ネ

ガ
ー
シ
ン
ド
ロ
ー
ム」

に
よ
る
劣
化
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昔
か
ら
問
題
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
、
知
っ
て
い
る
人
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
古
い
フ
ィ
ル

ム
が
パ
リ
パ
リ
に
な
っ
て
崩
れ
て
い
く
現
象
で
す
。
フ
ィ
ル
ム
材
質
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
が
酢
酸
か
何
か
で
劣
化
し
非
常
に
脆
く
な
る
た
め
で
す
。
こ
れ
も
、
フ

ィ
ル
ム
を
中
性
紙
製
の
帯
な
ど
で
巻
け
ば
防
止
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ィ
ル
ム
は
劣
化
に
強
い
と
言
わ
れ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ

う
で
す
。

各
種
記
録
媒
体
、
特
に
磁
気
記
録
媒
体
、
Ｃ
Ｄ‐

Ｒ
な
ど
に
も
問
題
が
あ
り

ま
す
。
現
在
で
は
、
紙
媒
体
よ
り
も
デ
ジ
タ
ル
媒
体
の
方
が
、
容
量
も
大
き
く

な
り
、
使
用
機
会
も
増
え
て
き
た
た
め
、
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
で
も
受
け
入

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
テ
ー
プ
や
デ
ィ
ス
ク
を
形
成
す
る
物
質
、
つ
ま
り
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
が
劣
化
し
ま
す
。ま
た
、磁
気
記
録
媒
体
の
磁
気
も
劣
化
し
ま
す
。

一
〇
年
前
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
が
現
在
読
め
る
か
と
い
う
と
、
意
外
と
読

め
な
い
ど
こ
ろ
か
、
か
な
り
消
え
て
い
ま
す
。
Ｃ
Ｄ‐

Ｒ
に
つ
い
て
は
、
広
く

使
用
さ
れ
始
め
た
の
が
二
〇
年
ほ
ど
前
で
、
今
後
ど
の
よ
う
な
形
で
劣
化
し
て

い
く
の
か
良
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
最
近
の
新
し
い
記
録
媒
体
は
、
保
存
性

に
つ
い
て
情
報
の
蓄
積
が
ま
だ
ま
だ
少
な
い
状
況
で
す
。
で
す
か
ら
、
Ｃ
Ｄ‐

Ｒ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
保
存
し
て
あ
る
か
ら
大
丈
夫
と
考
え
る
の
は
ち
ょ
っ
と
危
険
か

な
、
と
個
人
的
に
思
っ
て
い
ま
す
。

３
 
収
集
資
料
の
公
開
・
活
用
に
係
る
課
題

収
集
資
料
の
公
開
と
活
用
を
ど
う
す
る
か
は
、
青
森
県
史
編
さ
ん
に
特
有
の

課
題
で
す
。
公
文
書
館
な
ど
収
集
資
料
の
公
開
・
活
用
の
場
を
持
っ
て
い
れ
ば

何
も
問
題
は
無
い
の
で
す
が
、
持
っ
て
い
な
い
県
で
は
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

青
森
県
の
県
史
編
さ
ん
事
務
局
は
、
基
本
的
に
資
料
の
公
開
機
能
を
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
事
業
と
資
料
収
集
の
目
的
と
し
て
資
料
所
蔵
者

に
話
し
て
い
る
の
が「

県
史
編
さ
ん
の
た
め」

だ
か
ら
で
す
。
資
料
所
蔵
者
に

は
、
写
真
を
撮
影
す
る
と
い
っ
た
目
的
外
利
用
は
説
明
し
て
い
な
い
の
で「

勝



手
に
公
開
し
た」

と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
公
開
を
目
的
と
し
て
い
な
い
た

め
、
公
開
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

と
は
言
え
、「

県
史
で
使
っ
た
資
料
を
当
方
で
も
使
い
た
い」

と
い
う
希
望

が
出
て
き
た
場
合
、「

青
森
県
史
編
さ
ん
資
料
等
取
扱
要
綱」

と
い
う
内
規
に

従
っ
て
、
目
的
外
利
用
の
形
で
申
請
の
都
度
、
個
別
に
処
理
し
て
い
ま
す
。

「

県
史
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
当
方
で
も
転
載
し
た
い」「

テ
レ
ビ
放
送
で
使
い

た
い」

な
ど
の
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
県
史
編
さ
ん
に
支
障
が
な
い
限
り
許
可
し

て
い
ま
す
。
人
権
等
も
勘
案
し
て
、
許
可
の
当
否
を
判
断
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
使
用
希
望
者
に
は
、
原
資
料
所
蔵
者
に
対
し
て
転
載
す
る
事
情
を
説
明
し
た

上
で
、
県
史
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
使
用
す
る
許
諾
を
得
る
よ
う
に
さ
せ
て
い

ま
す
。①

記
録
媒
体
の
再
生
機
器
の
問
題

記
録
媒
体
を
所
蔵
し
て
い
て
公
開
す
る
場
合
、
再
生
可
能
か
ど
う
か
で
、
実

は
既
に
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
資
料
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
は
非
常
に

多
様
化
し
、
世
代
交
代
も
激
し
い
状
況
で
す
。
民
俗
芸
能
を
撮
影
し
た
八
ミ
リ

ビ
デ
オ
や
Ｖ
Ｈ
Ｓ
ビ
デ
オ
な
ど
は
、
現
在
で
は
、
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
す
ら
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
、
テ
ー
プ
は
残
っ
て
い
て
も
再
生
手
段
が
な
い
事
態
に
な

る
わ
け
で
す
。
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
テ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
民
謡
が
録
音
さ
れ
て

い
て
も「

再
生
機
器
を
既
に
捨
て
て
し
ま
っ
た」「

県
史
編
さ
ん
事
務
局
も
持

っ
て
い
な
い」

な
ど
の
状
況
で
す
。
八
ミ
リ
や
一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
等
の
再
生

機
器
も
、
昔
は
視
聴
覚
室
に
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
県
史
編
さ
ん
事
務
局
で
は

持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
ド
ラ
イ
ブ
や
テ
ー
プ
ド
ラ

イ
ブ
に
つ
い
て
も
、再
生
機
器
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。現
在
の
パ
ソ
コ
ン
で
は
、

三
・
一
イ
ン
チ
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
を
再
生
で
き
な
い
機
器
が
増
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
以
前
の
五
・
二
五
イ
ン
チ
や
八
イ
ン
チ
の
大
き
な
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ

ィ
ス
ク
に
な
る
と
、
再
生
機
器
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
く
一
部
の
人
が
持
っ

て
い
る
だ
け
で
す
。「

こ
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
入
っ
て
い
る
ん
だ
よ」

と
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
況
が
こ
れ
か
ら
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
古
い
再
生
機
器
の
部
品
等
が
調
達
で
き
な
い
と
、
現
在
収
集
し
た
資
料
も

再
生
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

実
は
、
県
史
編
さ
ん
事
務
局
で
は
資
料
を
撮
影
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

相
当
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
読
む
リ
ー
ダ
ー
が
非

常
に
古
い
も
の
し
か
な
く
、
故
障
し
た
際
に
取
り
換
え
用
の
部
品
が
あ
り
ま
せ

ん
。
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
も
持
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
古
い
リ
ー
ダ
ー
は
買
い

替
え
も
で
き
ず
困
っ
た
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

②
電
子
フ
ァ
イ
ル
の
取
り
扱
い
環
境
の
問
題

電
子
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
る
ソ
フ
ト
等
が

な
け
れ
ば
、
何
も
用
が
足
ら
な
い
こ
と
は
日
々
実
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「

昔
の
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
だ
か
ら
読
め
る
は
ず」

と
考
え
て
い
る
と
、
フ
ァ

イ
ル
自
体
は
生
き
て
い
て
も
現
在
の
パ
ソ
コ
ン
で
再
生
で
き
ず「

あ
れ
っ
？」

と
驚
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
役
場
間
で
ワ
ー
プ
ロ
文
書
を
や
り
と
り
す

る
場
合
、
ワ
ー
ド
し
か
使
わ
な
い
役
場
と
一
太
郎
し
か
使
わ
な
い
役
場
で
は
支

障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
大
の
問
題
は
ワ
ー
プ
ロ
専
用
機
で
作
成
し

た
文
書
に
関
し
て
の
こ
と
で
す
ね
。
ま
た
、
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
上
の
電
子
的
記

録
に
つ
い
て
は
、
基
幹
業
務
な
の
で
パ
ソ
コ
ン
を
新
し
く
す
る
際
に
移
行
さ
れ

る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
と
思
う
の
で
す
が
、
問

青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

一
二



青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

一
三

題
の
一
つ
と
し
て
一
応
挙
げ
ま
し
た
。

③
記
録
媒
体
の
取
り
扱
い
ス
キ
ル
の
問
題

機
械
等
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
使
え
る
技
術
を
有
し
た
人
間
が
い
な
け
れ
ば

活
用
で
き
ま
せ
ん
。
使
用
さ
れ
る
機
会
の
少
な
い
媒
体
は
技
術
が
伝
承
さ
れ
づ

ら
い
わ
け
で
、
実
際
、
県
史
編
さ
ん
事
務
局
で
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ

ー
を
使
え
な
い
職
員
が
い
ま
す
。
リ
ー
ダ
ー
の
使
用
方
法
は
そ
れ
程
難
し
く
は

な
い
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ツ
が
あ
る
の
で
、
長
い
間
触
っ
て
い
な
い

と
使
い
方
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
昔
、
私
も
研
修
を
受
け
て
一
六
ミ

リ
映
写
機
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
今
、「

一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
と
映

写
機
が
あ
る
か
ら
映
し
て
見
せ
て
く
れ」
と
言
わ
れ
た
ら
、「

一
〇
年
い
や
二

〇
年
前
に
研
修
を
受
け
た
き
り」

と
答
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
古
い
記
録
媒

体
と
再
生
機
器
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
す
ぐ
公
開
で
き
る
か
ど
う
か
は
非
常
に

大
き
な
問
題
で
す
。

県
史
編
さ
ん
事
務
局
に
長
く
勤
め
て
い
れ
ば
別
で
す
が
、
機
器
を
一
通
り
使

え
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
他
の
部
局
に
異
動
し
て
居
な
く
な
る
わ
け
で
す
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
て
お
け
ば
良
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
使

っ
て
み
な
い
と
操
作
法
は
覚
え
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
県
史
関
係
ば

か
り
の
問
題
で
は
な
く
、
古
い
再
生
機
器
を
持
っ
て
い
る
所
す
べ
て
に
と
っ
て

問
題
に
な
る
と
個
人
的
に
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
と
め
で
す
が
、
紙
資
料
以
外
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
互
換
性
や
再
生
で
き

る
技
術
が
あ
る
間
に
、
再
生
可
能
な
代
替
物
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
個
人
的
に
感
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
し
て
も
、
い
つ
ど
う

な
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
替
り
に
な
る
も
の
は
何
か
。
電
子
フ
ァ
イ
ル
で
あ
れ

ば
、
す
ぐ
に
使
え
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
再
生
で
き
る
間
に
き
ち
ん
と

情
報
を
他
の
記
録
媒
体
に
変
換
し
て
お
け
ば
良
い
わ
け
で
す
。
他
媒
体
に
変
換

で
き
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
た
電
子
フ
ァ
イ
ル
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
変
換
で
き

る
よ
う
に
す
る
技
術
は
、
必
ず
ど
こ
か
で
作
っ
て
く
れ
ま
す
。

そ
の
際
生
ず
る
課
題
で
す
が
、
膨
大
な
情
報
を
ど
う
や
っ
て
他
の
記
録
媒
体

に
変
換
す
る
の
か
が
あ
り
ま
す
。
変
換
作
業
に
は
、
予
算
も
人
員
も
時
間
も
掛

か
り
ま
す
。
何
に
変
換
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、「

新
し
い
記
録

媒
体
が
出
た
か
ら
今
度
は
こ
れ
に
変
換
す
る」

と
い
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
繰
り

返
す
か
で
す
。そ
し
て
、全
部
の
情
報
を
変
換
す
る
こ
と
が
無
理
と
な
っ
た
ら
、

何
を
変
換
し
て
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
紙
媒
体
に
も
共
通
の
課
題
と
し
て
挙
が
っ
て
き
ま
す
。
記

録
媒
体
の
変
換
に
関
し
て
は
、
今
後
、
私
が
退
職
す
る
頃
ま
で
に
は
、
間
違
い

な
く
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
紙
が
一
番
安
全
に
保
存
で
き
る
記
録
媒
体
と
思
わ

れ
ま
す
。
紙
で
あ
れ
ば
、
再
生
機
器
は
要
ら
ず
、
灯
り
が
あ
っ
て
文
字
が
読
め

る
環
境
さ
え
あ
れ
ば
使
用
で
き
ま
す
。
私
が
県
庁
に
入
っ
た
当
時
は
Ｏ
Ａ
化
が

大
変
進
ん
で
い
て
、「

紙
は
も
う
駆
逐
さ
れ
る
ん
だ」「

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
に
な
る

ん
だ」

と
一
部
で
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
紙
の
文
書
が
ど

ん
ど
ん
増
え
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
で
簡
単
に
文
書
を
作
成
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
こ
れ
を
印
刷
し
た
結
果
、
以
前
よ
り
も
紙
文
書
が
増
え
た
わ
け
で

す
。
今
後
も
紙
文
書
が
無
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
紙

で
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
が
一
番
手
軽
で
確
実
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。



六
 
今
後
の
収
集
資
料
に
つ
い
て

県
史
編
さ
ん
事
業
で
収
集
し
た
資
料
で
す
が
、
事
業
が
平
成
二
十
九
年
度
に

終
了
し
ま
す
の
で
、
ど
こ
か
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
事
業
が
終
わ

れ
ば
、
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
も
解
散
さ
れ
、
事
業
予
算
も
平
成
二
十
九
年
度

ま
で
し
か
付
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
延
長
す
る
と
な
る
と
、
新
規
事
業
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。現
実
的
に
は
、公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
た
の
で
、

現
在
、
青
森
県
で
県
立
公
文
書
館
の
設
置
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
県
立
公
文
書

館
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
県
史
編
さ
ん
事
業
で
収
集
し
た
資
料
が
移
管
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
県
立
公
文
書
館
の
所
管
は
、
総
務
部

総
務
学
事
課
で
す
。文
書
課
に
昔
の
学
事
課
が
く
っ
つ
い
た
形
の
と
こ
ろ
で
す
。

学
事
課
は
、
私
学
助
成
関
係
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
青
森
県
で
は
、
収
集
資
料
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
、
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
状
況
で
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
公
文
書
館
の
設
置
場
所
が
は

っ
き
り
と
確
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
情
報
公
開
室
と
県
史
編

さ
ん
グ
ル
ー
プ
が
収
集
資
料
を
扱
う
場
所
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。加

え
て
、
資
料
は
公
開
を
前
提
と
し
て
収
集
し
て
い
な
い
の
で
、
収
集
資
料

の
う
ち
購
入
し
た
あ
る
い
は
寄
贈
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、
扱
い
を
原
所
蔵
者
に

確
認
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。「

公
開
し
て
は
困
る」

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
た
め
で
す
。
ま
た
、
歴
史
資
料
に
係
る
照
会
、
例
え
ば「

江
戸
時
代
の
こ
う

い
う
資
料
は
な
い
で
す
か」

と
の
照
会
が
来
た
時
に
対
応
で
き
る
人
員
を
配
置

で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
総
務
学
事
課
の
担
当
は
基
本
的
に
現
用

文
書
な
の
で
、現
在
の
公
文
書
に
関
す
る
照
会
に
は
回
答
で
き
ま
す
。し
か
し
、

公
文
書
館
が
で
き
た
際
に
、
現
用
文
書
担
当
の
職
員
だ
け
が
配
置
さ
れ
れ
ば
、

歴
史
的
文
書
を
所
蔵
し
て
い
て
も
そ
の
内
容
に
詳
し
い
人
間
が
居
な
い
状
態
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
青
森
県
の
内
部
の
事
情
で
も
あ
る
の
で
余
り
触
れ
ら
れ

ま
せ
ん
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
か
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
然
の
課
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
い
た
だ

け
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

お
 
わ
 
り
 
に

青
森
県
の
歴
史
資
料
調
査
に
つ
い
て
の
実
例
と
事
業
で
資
料
を
扱
う
際
に
課

題
と
な
っ
て
い
る
点
等
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
調
査
の
実

態
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
料
の

保
管
や
活
用
等
に
関
し
て
は
解
決
す
べ
き
問
題
が
山
積
し
て
い
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。
青
森
県
に
特
有
の
事
情
も
あ
る
の
で
、
秋
田
県
の
皆
様
に
は
あ
て
は
ま

ら
な
い
点
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
本
日
お
集
ま
り
の
皆
様
の
ご
活
躍
と
秋
田
県
公
文
書
館
の
益
々
の
ご
発

展
を
お
祈
り
し
ま
し
て
本
日
の
基
調
講
演
を
終
わ
り
ま
す
。

青
森
県
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て

一
四



「

岡
本
元
朝
日
記」

と
秋
田
藩
の
修
史
事
業

一
五

は
 
じ
 
め
 
に

岡
本
元
朝
及
び「

岡
本
元
朝
日
記」（
以
下「

元
朝
日
記」）

に
つ
い
て
は
、

元
禄
・
宝
永
期
の
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
関
連
し
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
論

考
が
出
さ
れ
て
い
る（

巻
末
関
係
論
文
参
照）
。
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
根

岸
論
文
で
あ
る
が
、
主
に「

国
典
類
抄」

を
基
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
成

孝
Ａ
論
文（

以
下「

伊
成
Ａ」）

は
本
稿
と
同
じ
よ
う
に「
元
朝
日
記」

を
基

に
し
て
い
る
が
、
家
老
就
任
の
元
禄
十
四
年（

一
七
〇
一）
ま
で
し
か
カ
バ
ー

し
て
い
な
い
。

岡
本
元
朝
の
事
績
や
岡
本
家
及
び「

元
朝
日
記」

に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
伊

成
Ａ
の
解
説
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
な
お
、
伊
成
Ａ
に
は「

元
朝
日
記」

全
六
四
册
の
リ
ス
ト
が
あ
る
が
、欠
本
分
は
ほ
か
に
元
禄
十
二
年（

一
六
九
九）

七
か
ら
九
月
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
補
記
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
当
館
の
翻
刻
本
刊
行
事
業
は
、
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
古
文
書

係
が
行
っ
て
い
た
事
業
を
引
き
継
ぎ
、「

国
典
類
抄」

全
一
九
巻
に
続
い
て
発

刊
さ
れ
た「

御
亀
鑑」

江
府
編
五
巻
の
あ
と
を
受
け
て
、
平
成
五
年
の
開
館
以

来
、「

御
亀
鑑」

秋
府
編
二
巻
、「

渋
江
和
光
日
記」

全
一
二
巻
、「

宇
都
宮
孟

綱
日
記」

全
八
巻
と
続
い
た
。
対
象
の
年
代
と
し
て
は
、
初
代
義
宣
か
ら
八
代

藩
主
義
敦
ま
で
の
儀
礼
及
び
記
録
集
、
九
代
藩
主
義
和
の
公
譜
の
引
証
本
、
文

化
十
二
年（

一
八
一
五）

か
ら
天
保
十
年（

一
八
三
九）

ま
で
の
御
相
手
番
の

日
記
、
天
保
十
二
年（

一
八
四
一）

か
ら
明
治
元
年（

一
八
六
八）

ま
で
の
家

老
の
日
記
と
進
み
幕
末
ま
で
辿
り
着
い
た
。

現
在
、
翻
刻
が
終
わ
っ
て
い
て
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
資
料
は
、「

元
朝
日
記」

以
外
に
は「

北
家
御
日
記」

・「

野
上
陳
令
日
記」

ほ
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

う
ち「

北
家
御
日
記」

は
翻
刻
原
稿
を
入
力
し
た
翻
刻
本
を
閲
覧
室
で
見
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た（

原
本
照
合
に
よ
る
点
検
作
業
を
継
続
中）

。

「

国
典
類
抄」

に
つ
づ
く
翻
刻
本
の
選
定
の
際
に
、「

元
朝
日
記」

は
扱
う

時
代
が
重
複
し
て
い
た
た
め
す
ぐ
に
刊
行
は
せ
ず
、
時
代
の
連
続
性
を
優
先
さ

せ
て「

御
亀
鑑」

以
下
の
刊
行
順
位
を
選
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、「

宇
都
宮

孟
綱
日
記」

に
続
く
刊
行
事
業
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
慶
長
・
寛
永
期
の

「

梅
津
政
景
日
記」（『

大
日
本
古
記
録』

で
翻
刻
済
、
以
下「

政
景
日
記」）

と

と
も
に
藩
政
確
立
期
の
二
大
資
料
と
も
い
え
る
、
元
禄
・
宝
永
期
の「

元
朝
日

「

岡
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田
藩
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史
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記」

を
翻
刻
で
提
供
す
る
事
に
非
常
に
意
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
来
年
度
か

ら
の
翻
刻
本
刊
行
事
業
の
対
象
を「

元
朝
日
記」

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
稿
は
、
次
期
翻
刻
刊
行
予
定
の「

元
朝
日
記」

に
つ
い
て
の
解
題
を
意
図

し
た
も
の
で
あ
り
、
元
朝
を
中
心
に
し
た
元
禄
・
宝
永
期
の
秋
田
藩
の
最
大
の

事
業
で
あ
っ
た
修
史
事
業
に
つ
い
て
、「

元
朝
日
記」

の
記
述
を
基
に
跡
づ
け

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
関
係
論
文
に
つ
い
て
は
、
巻
末
に
註
記

す
る
に
と
ど
め
、
あ
ら
た
め
て
論
点
の
整
理
も
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る（

論
文

が
複
数
あ
る
場
合
は
発
表
順
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
た）

。

一
 
元
禄
十
四
年
ま
で
の
修
史
事
業

元
禄
十
年（

一
六
九
七）

に
始
ま
る
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
関
わ
る
資
料
は
、

「

元
朝
日
記」

の
ほ
か
に
、「

元
朝
日
記
抄」（

県
Ａ
│
一
四
四
│
一
九）

の
嘉

部
第
五
の「

御
文
書
纏」

、「

国
典
類
抄
 
前
編
 
嘉
部」（
Ａ
Ｓ
二
〇
九
│
一

七
五
│
三
八）

の「

御
文
書
取
纏」

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
記
さ
れ
た
修

史
事
業
に
関
わ
る
記
事
に
、
伊
成
Ａ
の
修
史
事
業
の
内
容
を
あ
わ
せ
て
年
表
に

し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
左
か
ら「

元
朝
日
記」

本
文
は
翻
刻
文
を
載
せ
、

そ
れ
以
外
は
大
意
を
ま
と
め
て
あ
る
。「

元
朝
日
記」

本
文
に
つ
い
て
は
、
か

な
り
省
略
し
た
が
、
そ
れ
で
も
表
１
か
ら
は
、
日
記
本
文
を
見
て
い
く
と
修
史

事
業
に
関
わ
る
細
か
な
記
述
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
修
史
事
業
に

限
ら
ず
、
元
禄
・
宝
永
期
の
藩
政
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
と
し
て「

元
朝
日

記」

そ
の
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
の
意
義
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。「

国
典
類
抄」

や「

元
朝
日
記
抄」

は
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
編
纂
物

と
し
て
の
位
置
づ
け
と
な
る
。

そ
し
て
、
本
節
で
は
伊
成
Ａ
の
対
象
と
す
る
範
囲
が
元
禄
十
四
年
の
岡
本
元

朝
の
家
老
就
任
ま
で
し
か
扱
っ
て
い
な
い
の
で
、
比
較
の
た
め
便
宜
的
に
そ
こ

ま
で
の
範
囲
と
し
た
。

ち
な
み
に「

元
朝
日
記」

で
現
存
し
て
い
る
分
は
元
禄
十
一
年（

一
六
九
八）

分
を
欠
い
て
い
る
が
、「

元
朝
日
記
抄」

に
は
元
禄
十
一
年
分
が
含
ま
れ
て
お

り「

元
朝
日
記
抄」

が
編
纂
さ
れ
た
時
点
で
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た「

元
朝
日
記
抄」

に
は「

秋
田
藩
政
庁
章」

の
印
が
あ
り
、
藩
政
期
に
編

纂
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

な
お
、
元
朝
日
記
の
記
述
は「

国
典
類
抄」

の
出
典
に
一
つ
も
採
ら
れ
て
い

な
い
。
例
え
ば
、
御
文
書
纏
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば「

元
朝
日
記」

が
真
っ

先
に
出
典
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
出
典
と
な
っ
て
お
ら
ず
不
自
然
で

あ
る
。
意
図
的
に（

例
え
ば「

国
典
類
抄」

の
編
纂
者
が
元
禄
期
の
修
史
事
業

の
関
係
者
を
排
除
す
る
と
い
っ
た
理
由
等
で）

岡
本
家
の
資
料
が
は
ず
さ
れ
て

い
る
か
と
い
え
ば
、
元
朝
の
孫
で
家
老
と
な
っ
た
岡
本
元
貴
の
日
記
は
採
択
さ

れ
て
い
る
。「

元
朝
日
記」

の
信
憑
性
や
何
ら
か
の
意
図
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「

元
朝
日
記」

の
記
録
と
し
て
の
重
要
性
と
内
容
の
豊
富
さ
か
ら
、「

国
典
類
抄」

と
は
別
個
に
、
し
か
も「

国
典
類
抄」

の
編
制
と
全
く
同
じ
形
で
独
自
に「

元

朝
日
記
抄」

を
編
纂
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、「

元
朝
日

記
抄」
と「
国
典
類
抄」

の
編
纂
は
同
時
期
か
そ
れ
ほ
ど
遅
く
な
い
時
期
と
な

り
、
編
纂
者
も「
国
典
類
抄」

の
編
纂
者
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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ま
た
、
元
禄
期
の
修
史
事
業
の
過
程
で「

政
景
日
記」

は
す
で
に
記
録
と
し

て
扱
わ
れ
て
お
り
、
元
禄
十
二
年
に
江
戸
か
ら
の
仰
付
に
よ
り
三
月
四
日
に
役

所
で
浄
光
院（

義
宣）

の
事
績
に
つ
い
て「

政
景
日
記」

を
吟
味
し
て
い
る
。

六
月
二
十
日
に
は「

政
景
日
記」

を
裏
打
ち
し
表
紙
を
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
十
月
八
日
に
は
元
朝
が
自
宅
に
て
家
譜
の
原
稿
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
付

札
を
し
て
関
係
箇
所
を
書
き
抜
い
て
い
る
。
そ
の
後
も
自
宅
に
お
い
て
記
載
さ

れ
た
年
ご
と
に
書
き
抜
い
て
い
る
様
子
や
、境
争
論
に
関
係
し
て「

政
景
日
記」

を
参
照
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
現
在
欠
本
と
な
っ
て
い
る
元
和
九
年

（

一
六
二
三）

分
は
、
元
禄
十
四
年
の
段
階
で
す
で
に
欠
本
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が「

元
朝
日
記」

か
ら
わ
か
る
。

以
上
か
ら
、「

政
景
日
記」

と「

元
朝
日
記」
と
が
秋
田
藩
政
に
お
い
て
も

当
時
か
ら
重
要
な
記
録
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「

元
朝
日
記」

の
伝
来
に
つ
い
て
羽
生
氏
熟
の
寄
贈
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
伊

成
Ａ
で
は
羽
生
氏
先
祖
の
文
書
所
役
人
で
あ
る
羽
生
惣
右
衛
門
以
来
羽
生
家
に

伝
来
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
初
年
に
藩
庁
か
ら
県
庁
に

文
書
が
引
き
継
が
れ
る
際
に
、
個
人
の
日
記
は
そ
の
家
に
返
却
さ
れ
た
例
か
ら

見
る
と（「

政
景
日
記」

は
梅
津
家
へ
返
却
さ
れ
梅
津
家
か
ら
県
立
秋
田
図
書

館
へ
寄
贈
さ
れ
て
い
る）

、「

元
朝
日
記」

も
岡
本
家
へ
返
却
さ
れ
明
治
に
な
っ

て
か
ら
県
の
役
人
で
あ
っ
た
羽
生
氏
熟
の
収
集
に
よ
り
、
県
立
秋
田
図
書
館
へ

寄
贈
さ
れ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
表
１
に
示
し
た
と
お
り
、
伊
成
Ａ
で
扱
わ
れ
て
い
る
修
史
事
業
に
関

す
る
記
事
は
、
元
禄
九
年（

一
六
九
六）

十
二
月
十
五
日
の
古
文
書
提
出
命
令

か
ら
元
禄
十
四
年
十
月
十
五
日
の
元
朝
の
家
老
就
任
ま
で
、
四
二
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に「

元
朝
日
記」

に
は
さ
ら
に
詳

細
に
修
史
事
業
に
関
す
る
記
事
が
あ
り
、
ま
た「

元
朝
日
記
抄」

や「

国
典
類

抄」

に
も
そ
の
他
の
記
事
が
あ
る
。
表
１
を
も
と
に
そ
れ
ら
の
主
な
も
の
を
以

下
に
跡
づ
け
る
こ
と
と
す
る
。

元
禄
の
修
史
事
業
は
、「

国
典
類
抄」

に
よ
る
と
元
禄
九
年
八
月
の
覚
と
、

大
和
田
時
胤
と
中
村
光
得
の
常
陸
へ
の
資
料
調
査
派
遣
か
ら
始
ま
る
が
、「

元

朝
日
記」

に
お
い
て
関
連
す
る
記
述
は
同
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
で
あ
る
。

岡
本
元
朝
が
修
史
事
業
の
中
心
と
な
る
の
は
、
翌
年
の
元
禄
十
年
七
月
二
十

八
日
か
ら
で
あ
り
、
翌
八
月
に
は
中
村
光
得
と
大
和
田
時
胤
を
調
役
と
し
、
安

楽
院
で
証
文
や
系
図
の
調
査
が
始
ま
り
、
八
月
十
六
日
に
二
度
目
の
文
書
提
出

命
令
が
出
さ
れ
た
。
前
年
の
覚
と
の
違
い
は
、
本
書（

原
本）

に
よ
る
提
出
を

求
め
て
い
る
点
で
、
元
朝
の
修
史
事
業
に
対
す
る
方
針
が
藩
内
に
発
せ
ら
れ
た

も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、原
本
を
臨
写
し
て
作
成
さ
れ
た「

秋
田
藩
家
蔵
文
書」

の
淵
源
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て「

元
朝
日
記」

に
は
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
証
文
の
提
出

の
記
載
が
相
次
い
で
い
る（

九
月
は
二
日
・
十
三
日
・
十
六
日
・
二
十
一
日
・

二
十
四
日
・
二
十
六
日
の
六
回
、
十
月
は
十
一
日
・
十
三
日
・
十
六
日
・
二
十

一
日
・
二
十
六
日
・
二
十
九
日
の
六
回）

。
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
な
る
と
証

文
の
提
出
が
減
り
、
十
二
月
十
六
日
に
は
三
度
目
の
文
書
提
出
命
令
が
出
さ
れ

た
。元

禄
十
一
年
分
の「

元
朝
日
記」

は
現
存
し
な
い
が
、「

元
朝
日
記
抄」

に
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文
書
纏
め
関
連
の
記
事
が
八
つ
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
表
２
の
最
初
に

示
し
て
お
い
た
。

元
禄
十
二
年
に
な
る
と
、
提
出
さ
れ
た
証
文
の
吟
味
や
古
い
書
物（「

政
景

日
記」

な
ど）
の
点
検
が
行
わ
れ
、
五
月
十
八
日
は
家
中
の
系
図
を
名
字
の
イ

ロ
ハ
順
に
整
理
し
て
い
る
。
十
一
月
二
十
三
日
に
は
義
重
公
の
御
家
譜
を
吟
味

し
て
お
り
、
家
譜
の
編
纂
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

元
禄
十
三
年
に
は
、
羽
生
惣
右
衛
門
以
下
五
名
が
物
書
と
な
り
文
書
所
が
拡

大
さ
れ
た
。
系
図
の
吟
味
や
義
宣
以
前
の
家
譜
の
編
纂
が
本
格
化
す
る
。
一
方

で
、
八
月
四
日
に
は
町
人
百
姓
に
対
し
て
、
同
月
二
十
五
日
に
は
諸
寺
諸
社
を

含
め
て（

の
ち
に
は
山
伏
ま
で）

、
証
文
や
古
き
書
付
の
提
出
の
対
象
を
拡
大

し
た
。
奈
良
山（

楢
山）

や
亀
之
町
・
手
形
・
保
戸
野
な
ど
の
諸
士
か
ら
の
証

文
も
提
出
さ
れ
た
。

十
二
月
六
日
に
は
儒
者
の
木
村
松
軒
が
御
文
書
所
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、

義
宣
家
譜
の
編
纂
に
入
っ
て
い
く
。
中
村
光
得
・
大
和
田
時
胤
を
中
心
と
す
る

佐
竹
系
図
編
纂
チ
ー
ム
と
、
木
村
松
軒
を
中
心
と
す
る
義
宣
家
譜
編
纂
チ
ー
ム

と
い
う
体
制
が
出
来
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
格
的
な
文
書
所
の
体
制
の
中
で
、
元
禄
十
四
年
に
は
い
る
と

一
月
二
十
九
日
に
三
度
目（

元
朝
方
か
ら
は
二
度
目）

の
文
書
提
出
命
令
が
出

さ
れ
る
。「

奥
羽
永
慶
軍
記」（

元
禄
十
一
年
の
自
序
あ
り）

も
提
出
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
二
月
四
日
に「

奥
羽
軍
記」

、
三
月
二
日
に「

一
閑
書
物
弐

十
冊」

の
記
載
が
あ
り
、
修
史
事
業
の
参
考
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
九
月
六

日
に
は「

佐
竹
御
系
図
之
考
所
読
書
之
記
義
光
公
よ
り
左
中
将
義
宣
公
迄
合
弐

拾
壱
冊」

を
役
所
へ
持
参
し
た
と
あ
り
、
系
図
作
成
が
先
行
し
て
い
る
と
は
い

え
義
光
家
譜
か
ら
義
宣
家
譜
ま
で
の
原
型（

義
光
か
ら
義
重
ま
で
が
十
二
冊
が

現
存
、
義
宣
家
譜
は
十
冊
と
い
わ
れ
て
い
る）

が
出
来
た
よ
う
で
あ
る
。

十
月
六
日
の
元
朝
の
家
老
就
任
に
伴
い
、
同
月
二
十
七
か
ら
三
十
日
に
は
御

前
へ
提
出
し
て
い
た
証
文
や
系
図
を
御
文
書
所
へ
戻
す
作
業
が
行
わ
れ
て
お

り
、
御
文
書
所
へ
の
証
文
の
集
中
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
 
元
禄
十
五
年
か
ら
正
徳
二
年
ま
で
の
修
史
事
業

元
禄
十
五
年（

一
七
〇
二）

か
ら
元
朝
死
去
ま
で
の
具
体
的
な
修
史
事
業
に

つ
い
て
、「

国
典
類
抄」

の
記
事
は
、
宝
永
三
年（

一
七
〇
六）

三
月
の
元
朝

か
ら
の
古
系
図
提
出
の
被
仰
聞
、
宝
永
六
年（

一
七
〇
九）

三
月
の
御
文
書
所

役
人
の
論
功
行
賞
、
正
徳
二
年（

一
七
一
二）

九
月
の
御
文
書
所
普
請
、
以
上

の
四
件
の
み
で
あ
る
。

次
に
詳
し
い
の
は「

元
朝
日
記
抄」

で
、
そ
の
内
容
は
表
２
に
示
し
た
。
表

２
を
も
と
に「

元
朝
日
記」

本
文
と
比
較
し
て
修
史
事
業
を
以
下
に
跡
づ
け
る

こ
と
と
す
る
。

な
お
、
表
１
で
は
伊
成
Ａ
と
の
比
較
か
ら
詳
細
に「

元
朝
日
記」

本
文
の
記

載
を
跡
づ
け
た
が
、
元
禄
十
五
年
以
降
も
そ
の
よ
う
な
形
で
日
記
本
文
は
さ
ら

に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
ら
い
、
紙
数
の
関
係
で
表
２
は

「

元
朝
日
記
抄」

の
記
載
の
み
を
ま
と
め
た
。
た
だ
し
家
老
就
任
以
後
は
、「

元

朝
日
記」

で
は「
御
文
書
所
控
に
有
り
因
不
記」

な
ど
の
表
現
に
よ
り
詳
細
が
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一
九

省
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

元
禄
十
五
年
か
ら
は
、
証
文
吟
味
が
本
格
化
す
る
た
め
、
そ
れ
に
関
連
し
た

記
事
が
増
え
る
。
表
２
に
は
な
い
記
事
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

能
代
御
証
拠
帳
へ
自
宅
で
印
判
を
押
す（

二
月
二
十
八
日）

、
御
文
書
所
よ

り
返
さ
れ
た
家
中
の
証
文
に
添
え
た
書
付
を
披
見
し「

存
当」

を
口
上
書
に
し

て
返
納
す
る（

七
月
十
七
日）

、
岡
半
之
丞
差
出
の
義
宣
控
書
を
御
文
書
所
で

写
し
て
御
会
所
で
渡
す（
八
月
九
日）

、
朝
鮮
出
兵
に
つ
い
て
太
閤
家
譜
と
朝

鮮
書
物
の
懲
毖
録
を
照
合
す
る（
八
月
十
七
日）

、
政
景
日
記
の
寛
永
三
年
の

分
を
御
文
書
所
へ
返
納
す
る（

八
月
二
十
九
日）

、
小
野
崎
権
太
夫
か
ら
借
り

た
人
国
記
を
御
会
所
で
返
す（

閏
八
月
四
日）
、
秀
吉
公
家
譜
を
御
文
書
所
へ

返
納
し
文
徳
実
録
を
拝
借
す
る（

九
月
六
日）
、
水
戸
家
か
ら
借
り
た
鎌
倉
草

紙
・
同
大
日
記
・
同
年
中
行
事
を
御
文
書
所
で
写
し
本
書
を
江
戸
へ
送
る（

九

月
七
日）

、
下
山
田
新
五
郎
へ
義
宣
・
義
隆
の
御
官
位
書
付
を
差
し
出
す
よ
う

に
仰
せ
付
け
る（

九
月
十
九
日）

、
義
宣
・
義
隆
の
官
位
等
に
つ
い
て
江
戸
大

目
付
衆
か
ら
仰
せ
渡
さ
れ
た
書
付
を
吟
味
し
て
二
ヶ
所
書
き
直
さ
せ
る
よ
う
飛

脚
に
封
を
し
て
差
し
上
げ
る（

九
月
二
十
一
日）

、
久
保
田
浪
人
の
岩
屋
団
斎

が
提
出
し
た
証
文
と
系
図
に
相
違
が
あ
る
た
め
申
し
渡
し
た
と
こ
ろ
訴
状
が
提

出
さ
れ
た
た
め
以
後
は
御
会
所
で
支
配
町
奉
行
に
よ
っ
て
吟
味
す
る
旨
を
申
し

付
け
る（

十
月
九
日）

、
武
士
三
郎
右
衛
門
か
ら
古
い
証
文
に
武
石
と
名
字
が

あ
る
た
め
石
に
改
め
た
い
旨
の
申
し
立
て
が
あ
り
御
文
書
所
で
吟
味
し
願
の
通

り
申
し
渡
す（

十
一
月
二
日）

、
御
文
書
所
か
ら
取
り
寄
せ
て
確
認
し
た
鎌
倉

大
草
紙
・
同
年
中
行
事
・
同
大
日
記
を
返
し
日
本
後
記
を
取
り
寄
せ
る（

十
一

月
十
二
日）

、
な
ど
が
あ
る
。
御
文
書
所
で
直
接
指
揮
し
て
い
る
場
面
も
あ
り
、

作
成
さ
れ
た
書
物
は
す
べ
て
元
朝
の
吟
味
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
元
朝
自
身
も
様
々
な
資
料
を
取
り
寄
せ
直
接
吟
味
し
て
い
る
様
子
も
窺
わ

れ
る
。

元
禄
十
六
年（

一
七
〇
三）

に
な
る
と
、
元
禄
の
国
絵
図
作
成
に
関
す
る
記

事
が
頻
出
し
、一
月
十
五
日
・
十
八
日
・
二
十
三
日
、四
月
四
日
・
二
十
三
日
、

九
月
十
五
日
、
十
二
月
二
十
一
日
と
続
き
、
翌
宝
永
元
年
暮
か
ら
は
庄
内
と
の

鳥
海
山
の
境
を
繞
る
争
い
に
伴
っ
て
絵
図
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
二
年
の
一
月
か

ら
二
月
に
か
け
て
国
絵
図
の
訂
正
も
行
わ
れ
て
い
る
。

宝
永
二
年（

一
七
〇
五）

一
月
二
十
日
に
は
中
村
光
得
と
と
も
に
文
書
所
を

リ
ー
ド
し
て
き
た
大
和
田
時
胤
が
死
去
し
、
の
ち
元
朝
死
後
に
中
村
光
得
か
ら

修
史
事
業
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
吉
成
藤
兵
衛
が
、宝
永
四
年（

一
七
〇
七）

十
一
月
か
ら
御
文
書
所
役
人
と
し
て
の
活
動
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
御
文
書

所
の
機
能
も
改
め
ら
れ
て
い
く
転
機
に
あ
た
っ
て
い
た
。

修
史
事
業
の
成
果
と
し
て
は
、
宝
永
二
年
八
月
十
四
日
に
は
義
宣
公
御
伝
記

八
冊
が
御
文
書
所
か
ら
元
朝
に
提
出
さ
れ
、
同
年
十
二
月
十
四
日
に
は
御
分
流

衆
系
図
の
下
書
七
冊
も
出
来
て
い
る
。
翌
三
年
七
月
十
八
日
に
は
御
分
流
系
図

十
七
冊
が
御
文
書
所
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。

宝
永
五
年（

一
七
〇
八）

十
一
月
二
十
四
日
に
は
、「

義
光
様
よ
り
義
宣
様

ま
て
之
考
吟
味
相
済」

、「

御
家
中
御
系
分
之
衆
へ
被
下
候
御
証
文
出
来」

、「

御

家
中
諸
士
之
系
図
も
吟
味
済」

と
あ
る（

そ
れ
ら
は
十
月
二
十
五
日
に
江
戸
へ

送
っ
て
い
る）
。
そ
れ
よ
り
前
、
同
年
九
月
二
十
一
日
に
は「

御
家
中
家
々
文
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二
〇

書
御
前
へ
被
召
上
分
又
家
々
ニ
所
持
之
通
実
正
候
証
拠
へ
御
文
書
所
印
為
押
候

而
今
日
渡
候
也」

と
あ
り
、
証
文
に
実
正
で
あ
る
証
拠
と
し
て
御
文
書
所
印

（

青
印）
を
押
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
十
二
月
十
九
日
に
は「

御
青
印」

と
い
う
字
句
も
見
え
る
。
そ
し
て
翌
六
年
の
二
月
二
十
九
日
に
は「

御
家
中
諸

士
家
蔵
証
文
御
記
録
ニ
留
候
通
証
文
御
判
遣
候」

と
あ
り
、「

秋
田
藩
家
蔵
文

書」

の
原
型
が
出
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
月
二
十
七
日
に
は
中
村
光
得

や
吉
成
藤
兵
衛
ほ
か
に
褒
美
が
下
賜
さ
れ
、
元
朝
が
御
文
書（

所）

支
配
を
御

免
と
な
り
、
中
村
光
得
も
御
役
御
免
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
元
朝
を
中
心
と
し
た
元
禄
・
宝
永
期
の
修
史
事
業
は
一
段
落
を
迎

え
た
。
宝
永
六
年
の
こ
の
あ
と
と
同
七
年
の
そ
の
後
の
状
況
は
表
２
に
あ
る
と

お
り
で
あ
る
。

宝
永
八
年（

正
徳
元
年）

は
表
２
に
は
五
・
六
・
十
月
の
三
つ
の
記
事
し
か

な
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
一
月
に
御
判
物
改
に
関
す
る
記
事
、
三
月
に
は
元
禄
十

五
年
提
出
の
国
絵
図
の
訂
正
に
関
す
る
記
事
、
七
月
に
御
苗
字
衆
の
南
家
と
西

家
の
座
格
に
関
し
て
御
文
書
所
の
古
記
録
を
吟
味
し
た
記
事
、
等
が
あ
る
。

元
朝
が
死
去
し
た
正
徳
二
年
は
、
七
月
五
日
に
御
条
目
が
出
さ
れ
、
鑑
照
院

（

義
隆）

代
と
徳
雲
院（

義
処）

代
の
日
記
や
覚
書
の
本
書
の
提
出
が
命
令
さ

れ
て
お
り
、
義
隆
家
譜
と
義
処
家
譜
の
編
纂
が
始
ま
っ
て
い
る
。
義
隆
家
譜
以

降
は
、
本
文
に
様
々
な
根
拠
と
な
る
資
料
を
織
り
込
む
の
で
は
な
く
、
編
年
体

の
本
文
と
引
証
本
を
別
個
に
作
成
す
る
形
と
な
り
、
編
集
方
針
が
大
き
く
変
わ

っ
た
。
そ
の
た
め
収
集
さ
れ
る
資
料
は
証
文
の
原
本
で
は
な
く
、「

国
典
類
抄」

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
日
記
や
覚
書
等
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
参
考
資
料
と
し

て
羅
列
す
る
形
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
前
述
の
通
り「

御
亀
鑑」

は「

義
和
公

譜」

の
引
証
本
で
あ
る
。

岡
本
元
朝
に
始
ま
る
秋
田
藩
の
修
史
事
業
は
、
藩
主
の
代
替
わ
り
を
機
に
家

譜
を
書
き
継
い
で
ゆ
く
と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

三
 
岡
本
元
朝
日
記
に
見
る
元
禄
・
宝
永
期
の
世
相

修
史
事
業
関
連
以
外
の
記
事
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
世
相
を
見
る
こ
と
の
で

き
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
的
な
出
来
事
を
テ
ー
マ
別
に
表
３
に
ま
と
め
た
。

例
え
ば
、
一
番
最
初
の「

毛
生
え
薬」

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
江
戸
旗
本
衆
・

舟
越
伊
与
守
殿
秘
伝
の「

毛
生
び
ん
つ
け」

で
、「

さ
ん
れ
ん
草」

と
い
う
草

を
ご
ま
油
で
煎
じ
て「

唐
ら
う」

を
入
れ
て
練
る
と
あ
る
。
頭
髪
が
薄
く
な
っ

た
と
い
う
話
題
で
盛
り
上
が
っ
た
あ
と
に
藩
主
か
ら
勧
め
ら
れ
た
も
の
で
、
藩

主
と
元
朝
の
微
笑
ま
し
い
交
流
の
様
子
が
窺
え
る
。

「

元
朝
日
記」

の
期
間
中
の
全
国
的
な
出
来
事
と
し
て
は
、
赤
穂
事
件
と
宝

永
の
富
士
山
噴
火
が
あ
る
。

赤
穂
事
件
に
つ
い
て
は
、
国
元
へ
の
第
一
報
が
十
日
後
に
は
届
い
て
お
り
、

刃
傷
事
件
の
原
因
と
し
て
増
上
寺
の
畳
張
り
替
え
の
一
件
で
は
な
い
か
と
い
う

噂
や
吉
良
義
央
の
人
物
評（「

日
比
か
く
れ
な
き
お
う
へ
い
ノ
人
、
手
ノ
悪
キ

人
、
物
ヲ
方
々
よ
り
こ
い
取
被
成
候
事
多
候」）

な
ど
、
同
時
代
の
資
料
が
少

な
い
中
で
、
江
戸
か
ら
の
伝
聞
と
は
い
え
、
当
時
の
一
つ
の
見
方
を
示
し
て
い

て
興
味
深
い
。
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宝
永
四
年
の
富
士
山
噴
火
は
、
元
朝
が
江
戸
滞
在
中
に
起
こ
っ
て
い
て
、
噴

火
の
一
月
前
の
西
日
本
を
中
心
と
し
た
地
震（

大
坂
の
死
者
一
万
六
千
人）

に

始
ま
り
、
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
の
噴
火
に
つ
い
て
は「

富
士
山
焼
け
候」

な

ど
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
記
事
が
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
生
類
憐
れ
み
の
令
に
関
連
し
て
、
犬
の
死
の
話
題
が
多
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
犬
を
死
傷
さ
せ
た
旗
本
が
成
敗
さ
れ「

無
心
元
大
切

之
事」

と
述
べ
て
い
る（
元
禄
十
五
年
十
一
月
三
日）

。
久
保
田
に
お
い
て
も
、

犬
の
死
に
は
検
使
を
派
遣
し
て
お
り
、
傷
の
状
況
に
よ
っ
て
は
念
入
り
に
調
査

し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
元
禄
十
五
年
一
月
八
日
に
は
富
岡
忠
右

衛
門
の
老
犬
が
病
死
し
た
と
の
届
け
が
あ
り
検
使
を
使
わ
し
て
い
る
。
そ
の
四

日
後
の
十
二
日
は
、
岡
三
郎
兵
衛
屋
敷
で
尾
に
傷
の
あ
る
犬
が
死
ん
で
お
り
検

使
に
よ
っ
て
異
状
が
な
か
っ
た
た
め
埋
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
同
年
十
一
月
十

三
日
に
は
矢
野
弥
太
郎
屋
敷
の
草
履
取
菊
助
が
脇
差
で
犬
を
殺
し
て
詮
議
を
受

け
て
い
る
。
法
令
の
発
布
者
で
あ
る
綱
吉
の
死
に
際
し
て
は
、
江
戸
表
で
の
犬

の
怪
我
を
報
告
し
な
く
て
よ
い
こ
と
や
中
野
の
犬
小
屋
を
不
用
と
し
た
こ
と
を

「

万
々
歳
目
出
度
安
堵
之
御
事
候」

と
述
べ
て
い
る
。

秋
田
藩
に
関
係
す
る
出
来
事
と
し
て
は
、
義
処
の
死
去
、
国
目
付
訪
問
、
利

根
川
普
請
御
手
伝
な
ど
が
あ
る
。

特
に
利
根
川
普
請
は
家
老
の
梅
津
忠
昭
を
普
請
奉
行
と
し
、
伊
藤
成
孝
Ｂ
論

文
で
分
析
し
て
い
る
。
日
記
の
記
載
は
表
３
を
参
照
の
こ
と
。

そ
の
ほ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
、
江
戸
に「

し
わ
う」

と
い
う
人
食
い

獣
が
出
た（

元
禄
十
四
年
七
月
十
六
日）

、
秋
田
で
光
り
物
が
飛
ん
だ
と
い
う

噂
の
真
偽
を
老
中
か
ら
尋
ね
ら
れ
た（

宝
永
元
年
七
月
八
日）

、
江
戸
城
西
丸

の
堀
に
大
蛇
と
見
え
る
牛
の
頭
の
ご
と
き
成
物
が
出
る
と
の
噂
が
あ
っ
た（

同

年
七
月
二
十
三
日）

、
三
分
の
一
が
欠
け
る
日
蝕
が
あ
り
盥�

�
�に

水
を
張
っ
て
写

し
て
見
た（

宝
永
六
年
八
月
一
日）

、
薩
摩
に
漂
着
し
た「

ろ
う
ま
国
人」（

髪

白
く
鼻
高
い）

が
江
戸
の
切
支
丹
屋
敷
に
着
い
た（

同
年
十
一
月
三
日）

、
老

中
か
ら
男
鹿
の
白
鹿
の
生
け
捕
り
の
所
望
が
あ
っ
て
人
足
三
千
人
で
追
う
も
の

の
失
敗
し
た（

宝
永
八
年
一
月
二
十
四
日）

な
ど
実
に
興
味
深
く
豊
富
で
あ
る
。

元
朝
は
正
徳
二
年
二
月
十
五
日
に
死
去
す
る
が
、
こ
の
年
の
日
記
は
家
臣
の

糸
川
文
蔵
が
書
い
て
お
り
、
翌
十
六
日
に
は
藩
主
義
格
が
門
前
ま
で
来
て
弔
意

を
述
べ
、
重
臣
が
列
を
な
し
、
一
門
の
例
に
倣
い
三
日
間
の
鳴
物
停
止
の
処
置

と
な
っ
た
。
翌
々
十
七
日
の
諸
士
出
仕
も
喪
の
た
め
取
り
止
め
と
な
っ
た
。
藩

主
や
藩
内
か
ら
の
元
朝
に
対
す
る
信
頼
が
厚
か
っ
た
様
子
が
日
記
の
最
後
ま
で

窺
わ
れ
る
。
日
記
の
記
述
自
体
は
こ
の
年
の
最
後
ま
で
続
く
。

お
 
わ
 
り
 
に

「

元
朝
日
記」

の
記
載
が
終
了
す
る
正
徳
二
年
以
降
も
秋
田
藩
の
修
史
事
業

は
継
続
す
る
。
そ
の
後
の
動
き
は「

国
典
類
抄」

に
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ

ち
ら
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
享
保
五
年（

一
七
二
〇）

一
月
十
一
日
か
ら

元
文
元
年（

一
七
三
六）

一
二
月
一
日
ま
で
、
全
体
と
し
て
は
一
七
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
概
ね
次
の
よ
う
に
な
る
。

五
代
藩
主
義
峰
代
に
、
享
保
五
年
に
系
図
が
完
成
し
て
文
書
所
役
人
に
褒
美
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が
下
さ
れ
修
史
事
業
は
一
応
の
終
了
を
迎
え
る
。
さ
ら
に
、
享
保
十
年（

一
七

二
五）
に
御
文
書
所
が
本
丸
に
移
さ
れ
て
御
記
録
方
と
改
め
ら
れ
、
翌
十
一
年

に
記
録
類
が
御
右
筆
所
か
ら
金
之
間
へ
移
さ
れ
、
つ
い
で
翌
十
二
年
に
佐
竹
家

譜
の
追
加
分
や
佐
竹
系
図
・
引
証
本
・
諸
士
系
図
な
ど
が
完
成
し
関
係
者
に
褒

美
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
元
文
元
年
の
藩
主
に
よ
る
佐
竹
系
図
等
の
御
覧
が

あ
り
記
事
は
終
了
す
る
。

岡
本
元
朝
が
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
修
史
事
業
は

つ
づ
い
て
義
和
代
の「

国
典
類
抄」

編
纂
、「

佐
竹
家
譜」

の
代
々
の
書
継

（

十
代
義
厚
家
譜
ま
で）

、
文
化
年
間
の
家
士
の
系
図
の
整
理
等
へ
と
進
み
、
そ

の
成
果
は
数
百
年
の
時
代
を
越
え
て
、現
在
当
館
で
資
料
と
し
て
閲
覧
で
き
る
。

そ
れ
ら
も
ま
た
見
方
を
変
え
れ
ば
、
岡
本
元
朝
が
現
代
の
我
々
に
残
し
て
く
れ

た
遺
産
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「

岡
本
元
朝
日
記」

は
、
秋
田
藩
の
修
史
事
業
の
詳
細
や「

秋
田
藩
家
蔵
文

書」

の
成
立
に
関
わ
る
記
載
、
そ
の
ほ
か
幕
藩
制
の
確
立
期
で
あ
る
元
禄
時
代

の
世
相
や
藩
の
内
情
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（

古
文
書
班
 
さ
と
う
 
た
か
し）

〈

関
係
論
文〉

・
市
村
高
男「

い
わ
ゆ
る「

秋
田
藩
家
蔵
文
書」

に
つ
い
て
の
覚
書」

（『

小
山
市
史
研
究』

三
 
一
九
八
一
年）

・
根
岸
茂
夫「

元
禄
期
秋
田
藩
の
修
史
事
業」

（『

栃
木
史
学』

第
五
号
 
一
九
九
一
年）

・
伊
藤
勝
美
Ａ「「

佐
竹
家
譜」

編
纂
に
関
わ
る
若
干
の
史
料」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

創
刊
号
 
一
九
九
五
年）

・
伊
藤
勝
美
Ｂ「「

秋
田
藩
家
蔵
文
書」

の
伝
来
の
過
程」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
二
号
 
一
九
九
六
年）

・
伊
藤
勝
美
Ｃ「「

秋
田
藩
家
蔵
文
書」

の
成
立
の
過
程」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
三
号
 
一
九
九
七
年）

・
伊
藤
勝
美
Ｄ「

秋
田
藩
の
諸
士
系
図
に
つ
い
て」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
四
号
 
一
九
九
八
年）

・
鈴
木
満「「

秋
田
藩
家
蔵
文
書」

考」（『

秋
大
史
学』

四
四
 
一
九
九
八
年）

・
加
藤
昌
宏「「

元
禄
家
伝
文
書」

に
関
す
る
一
考
察」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
六
号
 
二
〇
〇
〇
年）

・
佐
藤
隆
Ａ「

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

│
系
図
史
料
の
整
理
と
系
図
目
録
の
編
纂
│」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
七
号
 
二
〇
〇
一
年）

・
伊
藤
成
孝
Ａ「

岡
本
元
朝
と
家
譜
編
纂
事
業
に
つ
い
て」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
十
三
号
 
二
〇
〇
七
年）

・
伊
藤
成
孝
Ｂ「

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

│「

岡
本
元
朝
日
記」

の
分
析
を
通
じ
て
│」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
十
四
号
 
二
〇
〇
八
年）

・
佐
藤
隆
Ｂ「

秋
田
藩
家
蔵
文
書
と「

戦
国
時
代
の
秋
田」」

（『

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

第
十
七
号
 
二
〇
一
一
年）
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表１ 秋田藩の修史事業（元禄９～14年）
和暦 西暦 月 日 岡本元朝日記 元朝日記抄 国典類抄 伊成Ａ論文

元禄９ 1696 10 17 大和田時胤・中村光
得を常陸へ派遣

12 6
江戸より家中諸士系
図証文写を差し上げ
るべき由あり

12 14

向庄九郎より八月付
け回文あり、文書差
出命令・家譜調査依
頼あり

12 15 今日孫太夫殿より御家中古事之覚書等うつし可指上旨被仰渡
古文書の提出命令が
江戸から来る

元禄10 1697 6 6
大和田時胤が常陸調
査を終わり江戸から
帰る

7 28 今日於御前疋田斎殿ヲ以御系図御証文御下り候迄拙者ニ調可指上旨被仰付
岡本又太郎に御旧記の事
を仰せ付ける

岡本又太郎に御旧記
の事を仰せ付ける

岡本元朝が御文書改
奉行に就任、家老疋
田定盛が系図証文之
吟味を命じる

7 29 今日与左衛門所へ見舞昨日被仰付之儀しらする物書之事御系図調所之事相談
中村光得に御系図調
所の事を相談する

8 1 今日中村与助大和田内記御証文調之役被仰付也
中村与助・大和田内記に
御証文調役を仰せ付ける

中村光得と大和田時
胤が御証文調之役を
命じられる

8 3 今日御証文寄合始拙宅へ大嶋小助中村与助大和田内記□出ル
元朝私宅で御証文寄
合が始められる

8 5
元朝が御相手番勤番
御免となり文書改に
専念する事になる

8 6 此中毎日御書物を見る、
物書三人を仰せ付ける

御家中諸事証文等御
調を岡本又太郎へ調
頭を仰せ付け安楽院
で調査する

物書に湊孫十郞・山
崎半九郎・滑川半十
郞の三人が任命され
る

8 9 中村与助弟万助を物書に
雇う

中村光得の弟万助が
物書に加わる

8 10 今日大和田内記中村与助物書ニは湊孫十郞山崎半九郎中村万助滑川半十郞呼寄也
安楽院の物書役所へ
入用の物を請け取る

8 12 役所御番足軽三人を昼二
人・夜四人に増やす

役所御番の足軽を三
人から昼二人・夜四
人に増員

8 13

今日安楽院役所始故拙者も罷出昨日従御
納戸被出置与助内記請取たる御系図御証
文其外御かけすずりニ入たる御書物とも
少々見聞まづまづこの度常州より御借被
遊び候御書物ともうつし可申よし申渡

安楽院役所始め
安楽院役所で常州よ
り借りた書物を写す
よう申し渡す

8 16 再び文書提出命令
（覚）あり

古文書の提出を再度
命じる、月６回の指
定日に元朝私宅に提
出

8 20
物書の滑川半十郞が
辞退し代わりに杉村
藤七が任命される

8 21 今日御用故中村与助大和田内記物書杉村藤七来ル方々より少々証文出ル

8 25 今日佐竹左衛門殿より屋しき番を以テ証文さし出さる御窺也

9 24 今日大和田内記御家中証文日切ニ為写役所へ持参

9 26 今日在所御用日故大和田内記湊孫十郞出て証文共請取置なり

元朝が用事のため大
和田内記と湊孫十郞
が私邸で証文を受け
取る

10 1

御家中之系図証文等
は奉行岡本元朝・大
和田時胤・中村光
得・物書士五人

家中系図や証文等の
吟味の目的は家譜の
編纂であること

10 26
今日御用日･･･今日ニて会日延引しかし証
文未出方多数故来月も日定無之ハ成まし
きと相談ス

10 29 今昼中村与助来ル、来月ハ十六日廿六日ヲ定証文請取由窺ニ来ル也

16日26日を証文請取
日と定めて結果につ
いて会合することと
する

11 1

藩主側近の大嶋小助
から元朝を通して家
中へ三たび古文書の
提出を命じる
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元禄10 1697 11 30 去廿六日大嶋小助ヲ以御家中へ証文再触ノ儀拙者直々可申渡よし被仰付
物書五人が安楽院の役所
へ出る

12 16

御家中へ拙者所ニて再御ふれ可仕由･･･
今日町々より呼出候て申渡在江所持衆ヘ
ハ屋しき番ニ申渡此方御一門御相手衆ヘ
ハ家来ヲ呼出申渡

再び文書提出命令、御家
譜役人物書に雉料理を振
る舞う

三たび文書提出命令
あり

江戸在番・所預は屋
敷番へ、御一門・御
相手番は家来へ提出
を通達する

12 20 中村万助に銀子三枚下さ
れる

元禄12 1699 1 11 役所事始め、餅菓子・酒
遣わす

1 17 若殿様御供ニて登候衆系図証文之本書吟味先早々いたし可然由申越也

1 23
系図江戸一門共ニ為申合追々可指上由申
遣也･･･江戸御供衆并蝦夷住宅衆へも油
緒書可指出候

2 13
今日役所より根田四郎右衛門塩谷主鈴証
文本書さし出たる由ニてさし越披見之処
皆偽書也

根田四郎右衛門と塩
谷主鈴の証文を偽文
書として焼却するよ
う命じる

3 2 今日より梅津主馬利忠覚書ニて吟味書抜いたす也
浄光院様の関ヶ原の事績
について問い合わせあり

3 4

今日於役所江戸より被仰付所之吟味書立
初也梅津主馬政景日記役所へ指越御物書
衆浄光院様御事ニ付札いたし我等ニ為見
候也

3 14 今日与助内記金蔵を見る、是古キ覚書御用立事も有やと也

3 28 今晩一乗院御越由緒書御持参しかし御書様ふしん供有故書直可被遣と申越也

4 1

浄光院様遍照寺へ被納置候御願書之本書
古宇右衛門殿御取よせ候由定而可有之役
所へ可被指出由申也付古内膳殿日記御座
候由是も可被指出旨申也

4 23 今日江戸より被仰付候浄光院様関ヶ原以来之儀調候故今日吟味ニ役所へ出る

4 25

今日江戸へ指上候浄光院様関ヶ原之御様
子実書一冊佐藤無及梅津主馬利忠山方杢
之助黒沢浮木等覚書一冊右之考直シ一冊
利忠考書之関ヶ原記惣〆此度考吟味の評
判書一冊目録を持添箱入大嶋小助方へ右
之名所ニて指上ル

浄光院様実書、佐藤無及･
梅津主馬利忠・山方杢之
助・黒沢浮木覚書等を江
戸へ送る

御用人柳沢吉保から
の命令で義宣の事績
についてまとめて提
出する

5 18 御家中系図名字いろは寄せニいたさせる也
家中系図を名字のいろは
順にする

5 29
役所物書宮本左内が切支
丹調のため在郷を命じら
れる

6 3 石塚家の由緒書につ
いて相談あり

6 20 十八日より梅津政景日記を御帳付ノ者ニ申付うら打ひやうし仕也

10 8 梅津政景日記宿所へ持参、御家譜ニ入候を付札し又ハ用立候を書抜

10 14 役所帰に与助内記御物書一人来ルこれハ御代々御伝記惣吟味なり

10 19
先年御条目を以御家中へ被仰渡候ハ古キ
証文又ハ覚書有之候ハヽ実不実ニかまい
なく何成共持合候ハヽ可指出旨被仰付候

御条目により実不実
に関わらず文書を提
出し吟味により不実
を申し渡しこと

10 22
今日天徳寺へ使者を以口上書遣候御先祖
様御法名之古書付并御証文永源院之証文
明日役所へ可指出由申進候

10 24 御家中より出候証文共御家譜ニ可入事御座候ヲ見抜書申候

11 6 役所賄方が倹約のため不
参

11 10 役所賄方を今まで通りと
する

11 23 義重公御家譜吟味いたし候

11 24 安楽院へ役所を移すよう
申越

11 26
今日役所如毎度安楽院へ移返し候･･･今
日黒沢浮木所より孫之新十郞を以鑑照院
様御一代之様子覚書少々いたしさし越候

安楽院へ役所を移し返す
（米座廃止のため）

米座廃止に伴い文書
所を（本丸御殿から）
二ノ丸安楽院にもど
す

12 14 今日与助内記山方安六来夜ル四ツ時迄御家譜吟味致候
12 19 役所事納め
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元禄12 1699 12 24

小助京ニて山下惣左衛門所持候常州御在
城之時之御人数書付少々名ヲ書候書物岩
城之書付共六冊一箱ニいたし持参候ヲ小
助所より請取来也

元禄13 1700 1 18

役所物書羽生惣右衛門・
福田惣右衛門に銀三枚、
大貫万三郎に銀二枚、渡
部宅右衛門・木内治右衛
門に銀一枚が下される

羽生惣右衛門・福田
惣右衛門・大貫万三
郎・渡部宅右衛門・
木内治右衛門が文書
所物書となる

1 22
向氏系図について詳
細な吟味必要として
保留となる

1 27
今日中村武助岡内之丞先日申渡候ニより
伝口上書さし出候披見申候ニ合点まいら
ず候猶吟味いたし候ハんと申置候

2 2

元朝宅で中村光得・大和
田時胤・上村軍八が寄
合、御家譜の儀相務める
べき旨仰渡あり

2 3

我等受取置候御風呂敷包の内義人様御伝
あつめ書今日役所へ持参いたし候又左衛
門是ニて御伝記吟味いたし書立候なり我
等抜書ノ書九代後記なと也一冊山ノ入氏
ノ考書一冊同持参申候

2 6 御系図下書出来候間見申候但小場家之本分南酒出氏二男ノ書出し如何と存候･･･

御系図下書が出来る、小
場氏の先祖について吟味
あり

2 10 御分衆系下書出候吟味申候

2 11
向氏が小鷹狩氏へ改
名したい願につき系
図後と回答

2 16 御一門衆之系図下書出来候間披見いたしあやまり候処ハなをさせ申候

2 18 今日義人公御伝記下書出来候間見申候所々直シ申候

2 22 いまた廻座に御座候御族臣衆御証文被下候吟味の書付ともいまた出来かね候

2 26

御系図并御分り衆之次第御証文御当代ニ
被下候衆之次第此度御家中調候吟味之次
第并申渡之様子非本書物焼却可仕と申候
而取上さし置候次第右申渡ニ若吟味信愎
不仕候ハヽ幾度も可申出候それニもいま
た心ニ入不申候ハヽ老中へ申立御さばき
可申受と申渡候

家中から集めた証文で非
本書物は焼却すること、
決定に不服がある場合は
老中まで申し出ること、
多賀谷将監の組下が提出
した証文が偽書であるこ
と

文書所の吟味に不服
がある場合は何度で
も申し出るよう通達
する、多賀谷将監よ
り本書を取り上げた
事への不服あり

2 27

御系図につき老中で吟味
し指図があればしてもら
いたい、多賀谷将監組下
の件は口上書を明日提出
させることとする

御系図・御家伝・御
文書・家中系図・家
伝文書が出来て吟味
を受ける、多賀谷の
件は返却の依頼を断
る

2 28
家老の小野崎権太夫・梅
津半右衛門に御系図の次
第を説明

3 1

御系図御吟味御用のため
登城、権太夫・半右衛門
へ御伝記御分衆ほか吟味
あり

3 2

御系図御分衆之次第并御家譜之様子申上
候処ニ皆々吟味尤のよし御意ニ御座候但
佐竹中務家之次第吟味之様子不分明申上
候

東家委論の書付・二男三
男分書付・御系図御分衆
の次第并御家譜の様子等
吟味尤のよし

御当家御系図并御家
伝御文書と御家中系
図家伝文書仕立が出
来

御系図等の編纂書を
藩主へ報告

3 6

近年御公用ニ内々物入等も仕候由被聞召
候依之先当分金子五拾両被下置候･･･重
而御家譜出来之節表方より御褒美可被下
置候

老中より金子50両下さる

3 12

佐竹左衛門から当家
の系図伝の提出あ
り、常州増井村正宗
寺并同国古内清音寺
及当家伝来の古系譜
と同筆

3 14
今日新御系図を疑難申候書物持参いたし
半右衛門殿へ為見申候此度書立実御系図
等も持参して与左衛門為見申候

3 16
小野岡系図につき分
家が宗家の文字を使
うことの相談あり
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今日応供寺へ義宣様之関ヶ原之時之御伝
下書内見ニかし申候なり

5 23 今日御書物書抜いたし候今晩政景日記元和四年分書抜出来致候

5 25 政景日記元和四年之記役所へ持参いたし候又元和五年之記在所へ持帰候

7 4
岩城伊予守家臣より先祖
様の名・実名を知らずと
の来状あり

7 19

証文ハ実正ニ候ヘ共其子孫ニ候やケ様之
事申出者有之候ヲ吟味いたし候ニ子孫ニ
無之者他人之証文持候て其名字ニなり家
之証文と申出者有之候其人様子不承候而
ハ難成候

8 4
町人百姓所持之証文古キ書付も候ハヽ可
指出由御触ノ事月番ニ候間渋江内膳殿へ
可申旨さしづ申遣候

8 13
勘定所より取り寄せた大
坂御陣の書物・越後御普
請の書付の写出来

8 25

一昨日廿三日に諸寺諸社へ証文旧記候
ハヽ可指出由触書并町人百姓所持之証文
系図可指出触書月番老中渋江内膳殿へ遣
候

文書提出命令を領内
の寺院・神社・修験
や町人・百姓まで広
げる（旧領主の秋田
氏や小野寺氏に関わ
る文書類等も出され
る）

9 20 今日御家中より出候証文共之判共うつし候

9 29

今日手形辺之諸士指出シ候証文本書弐十
人余へ於役所呼出し返し候并系図無証文
ヲハ無御用旨申渡候○又今日両やち町両
根小屋町長町表裏堀端町迄諸士証文出シ
候衆へ来二日役所へ可被出由申触候

安楽院御記録所から
秀満へ実父の秀行公
様御書が本物と判定
される、岡本又太郎
から系図・証文を提
出すべき旨の廻文あ
り（覚６ヶ条）

10 2

今日両やち町両根小屋町長野表裏町堀端
町迄諸士之証文本書共返進申候三十人余
あり并系図証書無之〆古代連続之系ハ公
儀御記録ニ不被載置候若申分有之衆ハ
早々可申出旨申渡町々へ書付相渡候

10 3
今日保戸野諸士へ来ル七日於役所先年指
出候御証文本書共返信可申由手紙ニて触
申候

10 4

百姓共村々より古系図所持仕候者御代官
を以さし出候用立物無之但川辺郡山内村
円兵衛と申肝いり系図古キ物さし出候是
は本書と見得候本小笠原氏之分り二木氏
なり証文二通有り一通ハ文禄年中一通ハ
無年号多は秋田殿之家老か一門衆之書ニ
も可有之か

10 6
今日来ル九日於役所証文本書返進可申間
可被罷出由亀之町何も奈良山辺諸士へ触
申候

10 7 今日ハ保戸野町皆諸士へ御証文本書共返信いたし候并系図真偽申渡書付渡申候

10 9 今日亀町何も新町辺証文本書共諸士へ返進いたし候系図ノ申渡書付渡候

秀満が八木作助より
頼まれ安楽院へ提出
した証文が返される

高氏の系図は問題点
が多くもとの折内に
戻すべき旨を申し渡
す

10 11

湊満正寺由緒書役所へ直々被指出役所ニ
て直ニ請取候分ハ寺院社家百姓町人共ニ
役所ニ納受取帳有之故在所ニ而扣帳無之
在所へ持来分ハ扣帳いたし候又ハ此日記
ニも書留候

10 13 今日奈良山辺諸士へ証文本書返し申候并系図ノ事申渡候

10 14 今日新町筑地辺ノ諸士へ来十七日ニ役所へ可被出由ふれさせ候

10 15

此内 水戸様へ被遣候間常陸之郷村帳山
下惣左衛門指出候ト佐竹中務被指上候ト
手跡ノ能ヲ致吟味書写させ可指上由其外
ニも被遣可然物御座候ハヽ拙者吟味仕候
而写可指上候 御意之旨申来候則又左衛
門所へ古之書状ニ手紙ヲ入先遣披見可仕
由申遣候

水戸様より借りた常陸の
郷村帳を吟味して書き写
させる
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元禄14 1701 1 29 佐竹三郎殿より地行高写并写組下衆同又関東ニて之古御判紙被指出候

岡本又太郎方より再
度古文書提出の条目
あり（覚３ヶ条、御
文書所差出）

2 4
御系図重而之下書出来候間在所へ持参い
たし吟味可仕と持候て帰候○奥羽軍記も
見候処候間持参いたし候

2 8
義宣公御伝記稿役所へ持参いたし候○御
系之吟味いたし候○松軒所より新保之藤
十郎異国物語かり申候

2 15 茂木弥三郎殿より御判紙之写組下衆迄合九拾八通被指出候

2 16
根田十郎兵衛が寛文年中ニ撰書いたし候
御系図同御家譜偽書之趣ヲ木村松軒ニ末
ヲ為書申候

根田十郞兵衛が寛文年中
に選書した御系図・御家
譜が偽書であること

根田十郞兵衛俊与が
提出した系図・家譜
は偽書である旨木村
松軒が記録

2 19

政景日記元和八年ノ記役所へ納又元和十
年之記拙宅へ持帰候但元和九年之記ハ与
左衛門所ニて失候而無之候惜キ事ニ候其
年ハ 将軍様御上洛御座候又本多上野殿
ハ 義宣様ヘ御あづけニて横手へ御請取
被成居御申ニ候右之年記候ハヽケ様之分
委可有之事ニ候無念ノ事ニ候

3 2
今日一閑書物弐十冊役所へ持参いたし候
木村松軒見申度由ニ而拝借いたし在所持
参候

3 13 今日山伏共少々油緒書出候
3 16 役所へ方々寺院油緒書多出候

4 2
伊達市十郞家より平
姓から藤原姓へ戻し
てよいか相談あり

元禄13 1700 10 16

今日中村又左衛門来候間則此度従江戸被
仰付候 水戸様へ被遣候御書物共手跡吟
味いたし候･･･可被遣物ハ郷村帳真壁甚
太夫被指出候用文外ニ御家中諸士所持い
たし少々罷出候御判紙･･･御蔵入郷村帳
文禄五年御帳を始岩城之郷村帳京都之御
金御遣方帳御家中名寄帳以下一箱皆又左
衛門ニ相渡役所へ遣候又上杉弾正様･･･

文禄四年人見主膳・小貫
大蔵・和田安房守等の判
形を写させる、御蔵入郷
村帳・文禄五年之御帳・
岩城之郷村帳・京都之御
金御遣ひ方帳・御家中名
寄帳以下一箱を又左衛門
に渡す、上杉弾正様へ朝
鮮出兵や太閤様御朱印御
状写などを問い合わせる

10 17 今日新町辺筑地辺諸士へ御証文本書返信いたし候申渡も仕候

10 20

役所より木村松軒書候秋田城之記取よせ
候使丹堂伊右衛門又大悲寺より仙台白鳥
ノ光堂より出候藤原ノ清衡元衡秀衡死骸
棺ノ内ニ納候物書付被遣候写申候

11 8

昨日役所より越候相州藤沢遊行上人より
江戸へ被指上候佐竹之 御系図今日役所
へ持参いたし納候此御系図古ク候へとも
不意得之者本書をあしく見候て写候と見
得候壱人を両人のことく書候処多有之候
也時代も元和寛永ノ始書候と見へ其頃之
人之名書候心得て可見御系図ニ候又左衛
門内記ニも申候へは尤之由申候

11 12
津軽比内境争論で梅
津政景日記の照会あ
り

11 29

今日御家中より 御前へさし上候御証文
之御礼其衆へ申渡候又在々衆へ毎度御旗
本之衆へ申渡候書付又ハ証文本書返し候
右之通何も屋敷番を呼候て申渡候

12 6

木村松軒方より大和田内記所へ手紙越候
ハ･･･従江戸御意ニハ岡本又太郎申立候
間御文書役所御用之儀被仰付候由まつ難
有事ニ奉存候併病身何共勤かね可申候ヘ
共先御請申上候･･･

木村松軒が渋江内膳から
岡本又太郎によって御文
書役所御用を仰せ付けら
れ有り難き旨申し上げる

儒者木村松軒を招い
て家譜編纂事業を本
格化させる

12 12

小瀬縫殿助の先祖義春へ
の足利尊氏公御書二通・
直義公御書二通を茂木弥
三郎から召し上げ縫殿助
へ返す、赤坂忠兵衛の先
祖の義重公御書・東義久
之書を十二所給人の赤坂
権右衛門所持を召し上げ
忠兵衛へ返す
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郷村書付調べの際に古い
書付や記録を写し水戸様
へ進上することとする、
水戸様へは御書物に此方
家之事や家中之者共之事
があれば借りたい旨申し
上げる、水戸様よりお悦
びの由申し来る、先日出
来の七冊を江戸へ送る

5 4

中村又左衛門を御右筆が
少ないため国元へ下らせ
た、江戸に送った水戸様
への七冊の書物が水戸へ
届けられ御礼が来る

6 7
西家の家督御礼につ
いて照会があり詳細
に考証の上報告

6 16

高氏が改名し系図が
偽書であったことが
不調法であるとして
閉門となる

7 17
木村松軒に藩主から元朝
を通して文書所勤務の辛
労の御意あり

7 20
戸村十太夫から先祖秀義
公の御官位について中院
大納言へ御尋あり

7 23
今宮文四郎より先祖の家
格（引渡）について問い
合わせあり吟味する

今宮氏から廻座から
引渡へ復することの
相談あるも藩主の判
断を求める

8 16 応供寺よりかり候水戸様朝鮮人問答之書松軒ニ頼候て為写候

9 6

今日佐竹御系図之考所読書之記 義光公
より 左中将義宣公迄合弐拾壱冊役所へ
持参候并芦名四代記 是ハ梅津与左衛門
書物 役所へ持参候但八冊ノ内末ノ壱冊
与左衛門所にて不見出故末因テ先七冊今
日持参いたし候

八沢木境争論につき
梅津政景日記を調べ
るよう照会あり報告

9 9

元朝が登城し藩主からま
だ完成しないかとの上意
あるもまだ済み兼ね申し
と返答、毎日勤務してい
るかとの御尋あるも毎日
勤務していると回答

9 25
高氏の処分が赦免さ
れるよう口上書を家
老に提出

10 4

小野岡市太夫より声躰寺
に藤沢道場の過去帳の写
があり遊行三十弐世其阿
和尚が小野岡義雅の弟で
あり系図に付け加えるよ
う頼みあり

10 6

御家老御役儀被仰付候･･･ただぼうぜん
といたし候感涙迄ニて･･･親代ニ被召上
候五百石ノ本地返し被下候由是ニて只今
之知行合テ千石ニ被仰付候外ニ役領とし
て高五百石被下置候よし

岡本元朝が家老に就
任

10 27

今夜又左衛門大和田内記御文書所之御用
先年御前へ指上候御証文共御文書所へ御
預被下度旨故ハ御写仕指上度由又月番同
役へ申候御文書所御用一墨十丁･･･

先年御前へ差し上げた御
証文を御文書所へ預けた
いとのことで写を献上
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※徳雲院様御代（３義処）「岡本又太郎元朝御相手番勤中日記」

・元禄11年（1698）→現在の元朝日記にこの年の分はない
１／11 安楽院役所で御家譜御事始め

２／11 役所物書大縄弥平次・杉村藤七・中村万助３人を御右筆に仰せ付ける

２／12 御家譜御物書に羽生藤助・大貫万三郎・三村庄助・福田平之丞仰せ付ける

３／12 登城御用之儀申し上げ、誓紙仕る

３／16 文書差出の藩士を元朝宅に呼び御悦びを申す

３／22 江戸への問い合わせ状を大嶋小助へ渡す

９／19 役所を安楽院から評定所へ移す、評定日は休み

12／18 渡部宅右衛門が物書となり病気にて今日役所へ出る

・元禄14年（1701）「元朝御家老勤中日記」※家老就任以後
11／13 御文書役人中村又左衛門・大和田内記に増誓紙が仰せ付けられる

11／22 中村又左衛門・大和田内記増誓紙の事、御城において申し付け

12／23 御文書所勤めとして、木村松軒に銀３枚、山方安六・上村軍六・木内治右衛門・宮本左

内に銀３枚宛、福田惣右衛門・羽生惣右衛門・伊藤新之丞に銀２枚宛、渡辺宅右衛門に

銀１枚下される

12／24 木村松軒時服代拝領、御文書所御物書銀子拝領御礼に参る

12／28 正月の諸士の格式不順のため御文書所の格式をもって書立あり

12／29 来年正月の儀式を御先代御文書所の吟味のごとく改めること

・元禄15年（1702）「岡本又太郎元朝御家老勤中日記」
３／23 中村又左衛門へ元和六年に領内の七つの御抱城を四つ破却して三つ残した事情、延宝七

年に石塚孫太夫継目御礼の次第を書き上げるよう指示する

７／２ 岡半之丞差出の義宣様御条目写三通を写す

８／21 岡半之丞差出の書付写を返却する

閏８／16 小松仁右衛門が江戸から持参の水戸様から借用の鎌倉大草紙一冊・鎌倉年中行事一冊・

鎌倉大日記一冊計三冊を御文書所にて写すよう中村又左衛門に命じる

閏８／28 横手給人浅利長兵衛提出の織田信孝の証文が疑わしいため本書を取り寄せ確認したとこ

ろ文体・紙・判形とも実書と見え留書に経緯を記す

10／１ 御公儀御日記御改につき光聚院様御親様の実名を御文書所で吟味するよう指示あり、淡
路殿系図で知ることが出来た、我等はそらで覚えているが正式に御文書所で清書するよ

う申し付ける

10／２ 光聚院様の由緒書を取り調べて持参するよう大和田内記へ指示する
10／23 壱岐守家人高根彦七に付いている物書の小林兵右衛門差出の古証文は本書と見えるため

壱岐守より借りたい旨申し越す、浅利長兵衛・高屋五左衛門系図の次第は今晩吟味の予

定、岩屋団斎（久保田町浪人）系図についての次第あり

11／１ 樋口発端の証文を吟味し紛れもなく岩城家の分流であることが判明する
12／１ 江戸より義宣様御在世江戸近所下野常陸の御鷹場御免の場所の問い合わせあり、政景日

記より書き抜いて回答するよう中村又左衛門に指示する

表２ 秋田藩の修史事業（元禄11、14～正徳元年）
～県Ａ－144－19「元朝日記抄」嘉部第五「御文書纏」より
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12／２ 義宣様の鷹場の件は永井右近殿から梅津古半右衛門（憲忠なり）と古主馬（政景なり）
方への書状に古川領御鷹場の事があり

・元禄16年（1703）
１／11 御文書所の事始めにて前年のごとく餅菓子・酒等を振る舞う

２／23 江戸の大嶋小助より書状証文古書が来る、古書は元朝先祖の好雪斎へ義宣公が下された

御書・石田治部少輔三成之書状等あり、狩野永徳の絵に策彦和尚の讃に先祖梅江斎を賞

美した文を写したものもあり、さらに汝南金渓などの元朝先祖の記述あり

※天祥院様御代（４義格）但六月廿三日徳雲院様御逝去

７／10 公方様代替の節延宝八年五月十八日酒井雅楽頭様への御誓紙御血判を写し御文書所の御

伝記に書き入れる、義人公童名を次郎という事は渡唐之天神御絵御筆の御判の下に次郎

とあり御文書所御系図に証拠として書き入れる

７／15 去々年極月中に御定の引渡廻座次第は浄光院様御代御本書を御記録にも載せ置き御本書

は御蔵に納める

12／10 佐竹左衛門弟亀千代の元服につき御名字の儀の御頼みあり吟味する

12／17 田所縫殿丞高野山御用で清浄心院へ義重様四十九院之御状の写持参のため中村又左衛門

に申し付ける

12／25 木村松軒に代替の祝儀として銀３枚下される

大館給人から系図・古書の吟味の御礼として書状が来る

・宝永元年（1704）
１／11 御文書所御事始にて前年のごとく餅菓子・酒など遣わす

２／８ 列座通順の御定を上聞に達し証拠として残す、御文書所へ去年の元朝の覚書・日記・徳

雲院様御伝記ほかを渡したところ今日返却された

２／13 徳雲院様関係の書物５冊に証拠として元朝の花押と判形をする

３／８ 先日判を押して直させた書物が出来て持参、横手給人高屋五兵衛由緒書の吟味あり、御

系図御分流御一門次第並正月御座席御先代近代年々之分を徳雲院様御定と付き合わせて

４冊を御文書所へ返納

３／18 大館給人上平角右衛門が長倉分之次第が分明になった礼に来る

３／24 御文書所本証拠之御書物に元朝の花押・印判をして仮名・実名を致す

・宝永２年（1705）
１／17 龍田源太夫が二男川瀬角助を嫡子とし山岡助三郎を川瀬氏にすること

５／18 江戸で納戸で受け取った貞隆様御事を佐藤無及へ徳雲院様御尋の御答書付と東清寺の由

緒書を中村又左衛門に渡す

８／２ 古内茂右衛門家分流古内織部古内今右衛門が大館六郎組下でないことを吟味済

８／14 義宣公様御伝記出来八冊持参、横手高屋五左衛門が大坂の陣の働きのこと、福島左衛門

太夫家来より御尋の書状あり、証拠として御記録に入れるべし

９／17 横手住人高屋五左衛門の先祖が慶長19年11月26日摂州大坂今福戦場にて城兵三浦彦太郎
という者と鎗を合わせた証拠の書状が実正であること

９／24 茂木筑後から義昭様（永禄４年）義重様（永禄13年）の御証文が提出
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・宝永３年（1706）
１／11 御文書所御事始あり、安楽院へ罷り出る

４／９ 御文書所御書物を中村又左衛門が持参し実正見届けの所へ判をした

５／11 古内殿御分流先祖は妾腹である旨を証拠として張札し判をした

10／28 御家中陪臣証文を御記録に留め置き主人に御文書所御青印を押し封印をして返却する、

御一門衆家来のほか渋江政光・梅津憲忠家来で大坂の陣に御供した者の子孫は御記録に

載せる

11／11 佐竹左衛門殿家来御附人子孫で証文所持の者から提出あり、小瀬縫殿助先祖御附人阿久

津氏岡崎氏長山氏掛札氏の子孫がいれば御記録に載せる

12／17 佐竹中務殿家来衆の御記録に留め候証文に御判をする、木村松軒吟味の御伝記２冊を確

認する

・宝永４年（1707）
１／11 御文書所御事始めあり、御熨斗・御雑煮・御吸物・御酒下される

２／12 昨11日より御文書所二ノ丸御休に移る

・宝永５年（1708）
２／８ 北東南への御書は殿付であり小場氏が佐竹の称号下されにつき殿付とする

３／６ 大嶋介兵衛の系図・由緒書を梅津藤太夫が頼まれて持参

４／28 江戸より仰せ付けられた通り御家中御分流衆への御証文を殿付とする

５／29 佐竹主計家来より御前にて名改を行った証拠提出あり

９／11 御家中家々文書で御前に召し上げられた分と家々所持の通り実正の証拠に御文書所印を

押して渡す

10／24 御家中御系分衆へ下された御証文に御花押御印判し清書出来

10／25 御家中御系分之衆へ下された証文に判をするよう飛脚に書状を差し上げる

11／24 御文書所で義光様から義宣様までの考の吟味済み、御家中御系分之衆へ下された御証文

出来、御家中諸士之系図も吟味済み

12／17 先頃差し上げ候御文書所より御家中御系分衆へ下された御証文御判出来

12／19 一昨日御飛脚に先頃此方より差し上げた御家中御系分衆へ下された御証文に御花押御青

印出来御下しになる

・宝永６年（1709）
１／18 御系分之衆へその家々の系図并御証文を下し置かれる

２／29 御家中諸士家蔵証文を御記録に留め証文に御判を出す、酒寄弥兵衛・真壁甚太夫系分に

合点致し済む

３／20 明後22日御文書所より御証文とその家の系図が何もへ下される
３／22 御家中御系分の面々へその家の系図へ御証文を添えて御城御広間で下さる

在々に住居の衆は内々召し登らせ、遠方物入の場合は親類を名代とする

３／24 御文書所御用の褒美として御腰物一腰・御時服を下さる知らせあり

３／27 御文書所勤務の褒美として御刀一腰・御時服三つ拝領する

中村又左衛門に14年勤続の褒美として加増50石下さる、御役御免
吉成藤兵衛に褒美として加増50石、木村松軒に十人扶持下さる
御物書羽生惣右衛門・渡部奥右衛門・小野仁兵衛・山方清兵衛・伊藤新之丞・大野波負



「

岡
本
元
朝
日
記」

と
秋
田
藩
の
修
史
事
業

三
二

に銀１貫目宛下さる

元朝が御文書支配御免となり以後御会所支配を仰せ付けられる

４／２ 小野岡市太夫へ会所において御証文と系図を下さる、先日欠席のため

大館給人上平角右衛門・大沢主水に御判之御証文・系図を下さる

５／９ 御系図と御文書所にある書籍目録・義宣様御一代・権現様・台徳院様・大猷院より御拝

領もの書抜合三冊が飛脚にて来る

５／19 佐竹淡路殿・同六郎殿御直書下されの節御名書の事あり

六郎は諱のみで御名付がないが吟味して証文は主計中務淡路と同前とする

５／25 淡路の直書に諱のみで名付がないのは間違いのため北東と同格とする

六郎は直書に諱と花押のみを北東南と同前に吟味し下さるよう定める

６／11 御文書御用の褒美の刀を折紙を添えて受け取る

・宝永７年（1710）
２／９ 壱岐守より元禄14年の評議の通り翌年の正月元日の座列につき定あり

御文書所考書付と先年徳雲院様へ御窺申し上げた覚書を使者へ説明

南と小場の由緒と座列の根拠についての説明あり

２／30 正保元年正月元日の引渡座列の古き御書付を御納戸から出す

南家と小場家の座列について南を上とし小場は下に列する

３／９ 御系図につき渋江十兵衛と山方太郎左衛門に読み合わせする

御分流御一門の次第を別紙にして差し上げる

３／20 引渡廻座列書の内正保年中の南小場部屋住着座の写を壱岐守へ差し上げる

３／29 南小場へ壱岐守が来年御証文を召し上げる際に違背がないようにすること

５／30 御文書所役人より山辺甚左衛門嫡家につき問い合わせあり

去年申立のあった廻座の略紋につき相談あり

８／19 御文書所御印を封して御用判致し置く

10／26 御文書所より御家中証文で御前へ召し上げられた証拠や家々家蔵証拠を下さる

12／22 秋元但馬守より佐竹常陸介義重官位の年号月日につき問い合わせあり

義重の代ではなく義宣の代ではないかと御文書所に確認の上回答する

12／24 先日申し来た御入部御願書を納める、義重様御官位の事も考の通り申し上げる

・正徳元年（1711）
５／29 佐竹淡路と佐竹元千代の座列について江戸で壱岐守から御尋あり

御文書所定で元禄15年正月元日の先代様よりの座列御本書を差し出す
先年壱岐守より渡された証文は返上すること

６／29 壱岐守から先年佐竹淡路・六郎両家へ渡された証文は返上し、今度江戸から罷り下る小

野崎舎人が罷り上る際に差し上げるようにすること

10／24 御文書所を安楽院から当夏中より御裏門御坂下向に新役所が出来て移る
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○赤穂事件

元禄14年 ３／25 江戸・渋江十兵衛書状に松之廊下刃傷事件（３／14）の記録あり
吉良上野介についての人物評あり

５／27 藩主の江戸はなしにて浅野事件の原因として増上寺畳張り替えの一件をあげる

元禄15年 12／23 赤穂浪士の討ち入りに関する記事あり

元禄16年 ２／17 赤穂浪士切腹の書状が江戸から届く

宝永６年 ７／17 先年浅野内匠頭様御家来御仕置被仰付候者共倅其節遠島ニ可被仰付候へ共其時

幼年故方々へ御預候者

松平伊予守様御家来御預 千葉三郎兵衛子

加藤越中守様御家来御預 富森助右衛門子 長太郎

森和泉守様御在所町人御預ケ 岡島弥三右衛門子

京極甲斐守様御家来御預 大石内蔵介子供 大三郎

右之者共十五歳迄親類ニ御預之処当春之御法事ニ付御免被遊候旨昨十六日松野

壱岐守様御宅ニ而被仰渡候由廻状に申来候也

○利根川普請

宝永元年 ７／１ 江戸屋敷で洪水あり「人ノひざふし上まて水上り候也」

10／21 松平美濃守より「利根川新川之川筋御普請御手伝」を仰せ付けられる、

相役は松平土佐守・同隼人正・相良志摩守

秋田藩の普請奉行に梅津半右衛門が仰せ付けられる

10／22 川普請の指図役は秋元但馬守、細之事は荻原近江守重秀の指図となる、

上野火之御番は松平越中守へ交代となる

宝永２年 １／19 利根川普請の入札が荻原近江守重秀の仲介で行われる

１／30 利根川工事について荻原重秀から長さ38～9里・奉行20人・小奉行（杖突）50
人・費用４万両と申し渡される

２／５ 行徳筋御普請始まる

２／21 利根川普請の視察に向かう 桶川村（江戸より11里）泊
22 〃        新江村（利根川まで14、5丁）泊
23 上州川又村で普請を見分  栗橋泊

24 権現堂御普請見分（幸手） 関宿見分 境村泊

25 境村周辺見分       野喜村泊

26 布川を見分        布川泊

27 布川→布佐村→柏村→野田村（泊）「あしき宿ニて難儀いたし候」

28 野田村→宝珠花村→築比地村→流山村（泊）

29 流山村→市川村→欠真間村（泊）

３／１ 欠真間村→中川筋普請見分→深川→舟と駕籠で屋敷着

４／２ 利根川普請見分（～４／７）→工事終了、堀切浚いは終了せず

19 普請完成の報告を秋元但馬守まで行う

閏４／５ 普請完成の御用係十人同道し江戸城で荻原近江守より褒美あり

６／８ 利根川普請御用秋田にて御調之御金は４万8349両余

表３ 「岡本元朝日記」に見る元禄・宝永期の出来事
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○富士山噴火

宝永４年 10／４ 未ノ刻（午後２時）に強い地震あり、天水・大桶の水こぼれる、
大書院の小壁われる、大坂では高汐で家900軒、橋35～6、
死人260人の被害

10／20 地震での大坂の死者16000人、潰れ町560町余、
土佐では津浪で城が破損、船が浪に取られる

10／25 紀州様も地震と高浪にて1700軒潰れ死人も６～７千人あり
11／11 土佐国地震、高浪にて城破損、流家7160軒、潰家5600軒余、

損田30200石、米流失19200石、舟240～50艘、怪我人780人、
死人1570人、死牛馬400疋余

11／23 朝から細かな振動続く～宝永の富士山噴火の始まり

11／25 暮から黒色の砂降る、伊豆の大島焼き候て小石が箱根あたりに飛ぶ

11／27 23日駿河地震で富士山鳴動し煙り出る、煙と見えるところは火災なり、砂降り
は富士山が巻き上げた砂配当のちり降り候と見える

11／29 富士山又は其外の大山も焼け候よし

11／30 今夜中も砂降り、振動は27日よりなし、富士山いまだ焼け候
12／４ 砂多く候てから笠さし帰り候
12／５ 風少しあり町屋の上に砂吹き立て候

○エピソード

元禄13年 １／28 毛生え薬を藩主からもらう

10／３ 江戸上屋敷鬼門に新羅大明神を勧請
11／12 津軽との国境紛争あり、政景日記抜書を証拠とする

元禄14年 ７／16 江戸で「しわう」という人食い獣出る

10／６ 家老に就任、以後「会所日記ニ有リわさと不記」の記載多くあり
元禄15年 １／24 国絵図についての幕府の指示書とどく

５／６ 羽広村・八沢木村の境争論に関して幕府検使衆が秋田領に入る

６／１ 秋田藩に上野火消役が仰せ付けられる

元禄16年 ６／23 藩主義処が横手で逝去

11／27 老中から東叡山火消を仰せ付けられる

宝永元年 ７／８ 老中秋元但馬守より秋田で光り物が飛んだという噂は本当かと問い合わせあり

７／23 江戸城西丸の堀に大蛇と見える牛の頭のごとき成物が出るとの噂あり

宝永６年 ２／３ 去月24日江戸からの連状に、「江戸表犬痛候儀公儀へ不及申上旨」併せて「生
類あわれミ仕候様」にと被仰出、中野犬小屋不用に被仰付、「万々歳目出度安

堵之御事候」

８／１ 日蝕あり、３分の１欠け、たらいに水を張って写して見る

11／３ 昨年11月に薩摩に漂着した異国人が長崎から江戸へ送られ切支丹屋敷に着い
た、「ろうま国人」とのこと、髪白く鼻高い

宝永７年 11／24 老中久世大和守より男鹿の白鹿の生け捕りを所望との書状あり

宝永８年 １／８ 男鹿山へ鹿追御用に代官派遣、人足３千人を村々へ申し付ける

１／24 男鹿の鹿追が白鹿を２頭見かけたが生け捕り出来ず

正徳２年 ２／25 丑の下刻、岡本元朝が落命（享年54歳）



昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

三
五

は
 
じ
 
め
 
に

本
稿
は
、
昭
和
二
十
二
年（

一
九
四
七）

九
月
か
ら
二
十
九
年
十
二
月
ま
で

県
の
職
務
分
課
の
推
移
を
た
ど
り
、
組
織
的
改
編
の
意
味
を
確
認
し
、
こ
れ
を

時
期
的
に
区
分
し
て
整
理
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
高
橋

務
氏「

明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て」

、
拙
稿「

明
治
後

期
大
正
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て」

及
び「
昭
和
戦
前
期
秋
田

県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て」

で
既
に
整
理
を
行
っ
た�

�
�。

本
稿
は
、
昭
和

二
十
二
年
九
月
以
後
に
つ
い
て
職
務
分
課
の
整
理
を
継
続
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
の「

地
方
自
治
法」

施
行
後
、
秋
田
県
は
九
月
一

日
ま
で
に
同
法
に
基
づ
い
た
機
構
再
編
を
完
了
し
た�

�
�。「

地
方
自
治
法」

施
行

以
前
の
都
道
府
県
は
、
内
務
省
の
地
方
機
関
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
、「

地
方
自

治
法」

施
行
以
後
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
な
っ
た
都
道
府
県
の
職
務
分
課
を

扱
う
こ
と
に
な
る
。

昭
和
二
十
年
代
の
秋
田
県
の
機
構
は
、
本
庁
事
務
部
局
内
部
機
関
及
び
附
属

機
関
、
地
方
機
関
、
各
種
行
政
委
員
会
事
務
局
、
そ
し
て
議
会
事
務
局
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
ま
ず
本
庁
事
務
部
局
内

部
機
関
の
み
を
分
析
の
対
象
に
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
本
稿
で
扱
う
昭
和
二
十
年
代
は
、
地
方
自
治
制
度
に
関
し
て
、
二
十

七
年
四
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
発
効
を
境
と
し
、
占
領
下
と
独
立

回
復
後
と
に
分
け
ら
れ
る
。
占
領
下
、
特
に
二
十
二
年
か
ら
二
十
三
年
に
か
け

た
占
領
初
期
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
戦
後
改
革
と
し
て
行
政
・
教
育
・
警
察
制

度
の
地
方
分
権
化
が
強
力
に
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
間
、「

地
方
自
治
法」「

教
育

委
員
会
法」「

警
察
法」

が
制
定
さ
れ
て
い
る�

�
�。

ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
た

行
政
委
員
会
制
度
も
地
方
自
治
に
導
入
さ
れ
た
。
独
立
回
復
後
に
な
る
と
、

「

地
方
自
治
法」

の
改
正
は
、
自
治
の
拡
充
か
ら
再
編
合
理
化
と
簡
素
化
・
能

率
化
に
目
的
を
移
行
し
た�

�
�。

ま
た
、
二
十
九
年
に
は「

警
察
法」

の
改
正
に
よ

り
、
警
察
が
再
び
中
央
集
権
化
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
年
代
に
、
占
領
下
の
地
方
分
権
化
改
革
、
そ
し
て
独
立
回
復
後
の

再
中
央
集
権
化
改
革
を
通
し
て
、
現
代
の
地
方
行
政
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
と

言
え
よ
う
。
知
事
部
局
、
そ
し
て
一
定
の
独
立
性
を
持
つ
各
種
行
政
委
員
会
の

昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

│
本
庁
事
務
部
局
内
部
機
関
│

柴
 
田
 
知
 
彰



昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

三
六

制
度
を
改
正
す
る
こ
と
に
な
り
、
九
月
一
日
に「

府
県
制」

が
改
正
さ
れ
た�

�
�。

こ
れ
が
戦
後
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
で
あ
る
。
こ
の
改
革
に
よ
り
、
知
事
公

選
、
住
民
直
接
請
求
権
、
監
査
委
員
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
の
設
置
な
ど
が
Ｇ

Ｈ
Ｑ
草
案
に
則
り
実
現
し
た
。
し
か
し
、
知
事
は
住
民
の
直
接
投
票
で
選
ば
れ

る
も
の
の
、
身
分
は
従
来
ど
お
り
天
皇
が
任
命
す
る
官
吏
の
ま
ま
だ
っ
た�

�
�。

第
一
次
地
方
制
度
改
革
の
不
徹
底
か
ら
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
に
第

二
次
地
方
制
度
改
革
と
し
て「

地
方
自
治
法」

が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
都
道
府
県
は
普
通
地
方
公
共
団
体
と
な
り
国
か
ら
独
立
し
た
法
人
格
を
持

っ
た
。
内
務
省
を
頂
点
と
し
た
中
央
集
権
的
な
地
方
制
度
は
解
体
さ
れ
、
地
方

分
権
化
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
選
知
事
が
官
吏
身
分
で
な
く
な
っ

た
他�

�
�、

監
査
委
員
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
は
完
全
に
知
事
か
ら
独
立
し
た
。
ま

た
、
都
道
府
県
会
計
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
出
納
長
を
置
き
知
事
の
収
入

支
出
に
対
す
る
命
令
審
査
権
を
持
た
せ
た�

■
�。

さ
て
、「

地
方
自
治
法」

で
は
、
道
府
県
の
組
織
機
構
を
法
定
で
総
務
・
民

生
・
教
育
・
経
済
・
土
木
・
農
地
・
警
察
の
七
部
と
し
た�

■
�。

知
事
は
、
部
の
下

に
必
要
な
課
を
設
け
た
。
ま
た
知
事
は
、
必
要
に
応
じ
条
例
を
も
っ
て
、
法
定

さ
れ
た
部
を
分
合
し
、
所
掌
事
務
の
配
分
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。

秋
田
県
で
は
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
ま
で
に「

地
方
自
治
法」

に
基
づ

く
機
構
再
編
を
完
了
し
た
。
戦
前
か
ら
の「

秋
田
県
庁
中
処
務
細
則」

を
部
分

改
正
し
て
機
構
再
編
を
行
っ
て
い
る
。
職
務
分
課
は
図
１
の
形
に
な
っ
た
。
法

定
の
七
部
に
加
え
て
、
条
例
で
林
業
部
を
設
け
て
い
る
。
林
業
部
の
設
置
は
、

森
林
資
源
を
持
つ
秋
田
県
の
特
色
で
あ
る
。
ま
た
、
農
地
部
開
拓
課
は
、
国
策

事
務
局（

教
育
庁
、
警
察
本
部
を
含
む）

に
よ
る
多
元
的
な
執
行
体
制
で
あ
る
。

都
道
府
県
の
公
文
書
館
に
は
、
知
事
部
局
の
他
、
各
種
行
政
委
員
会
ま
た
議
会

事
務
局
の
公
文
書
が
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
も
あ
る�

�
�。

そ
れ
ゆ
え
、
多
元
的
な
執

行
体
制
が
形
成
さ
れ
た
昭
和
二
十
年
代
の
分
析
は
、
資
料
整
理
の
基
礎
的
作
業

と
し
て
有
用
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
二
十
年
代
の
秋
田
県
の
職
務
分
課
に
言
及
し
た
刊
行
書
は
至
っ
て
少
な

く
、「

秋
田
県
行
政
機
構
総
合
一
覧」

と『

秋
田
県
議
会
史』

第
一
巻
が
あ
る

の
み
で
あ
る�

�
�。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
機
構
改
正
の
歴
史
的
背
景
に
関
す
る
分
析

を
欠
く
他
、
係
レ
ベ
ル
の
記
載
を
全
く
省
略
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「

秋
田

県
公
報（

秋
田
県
報）」

を
追
う
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
県
庁
機
構
の
変
遷
を

そ
の
職
務
内
容
の
点
検
を
通
じ
て
検
討
し
た
結
果
を
報
告
す
る
。

機
構
の
大
改
正
を
画
期
と
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
以
後（「

地
方

自
治
法」

に
基
づ
く
機
構
再
編
完
了
後）

、
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
以
後

（「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

制
定
後）

、
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
四
日
以
後

（「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

大
改
正
後）

の
三
章
に
分
け
て
叙
述
し
て
み
た
い
。

一
 
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
以
後
の
県
の
職
務
分
課

昭
和
二
十
一
年
二
月
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
政
府
に
憲
法
改
正
草
案
を
渡
し
た
。

草
案
の
中
に
は
知
事
公
選
を
含
む
地
方
自
治
に
関
す
る
一
章
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。
政
府
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
示
し
た
草
案
に
従
い
、
三
月
の「

憲
法
改
正
草
案
要

綱」

に
地
方
自
治
に
つ
い
て
の
規
定
を
入
れ
た
。
憲
法
改
正
に
先
立
っ
て
地
方

(

10)

(

11)



昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

三
七

通
信
課
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。鑑

識
課
は
刑
事
課
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。通
信
課
は
、

警
察
無
線
や
警
察
電
話
、
そ
の
他
通
信
関
係
を
分
掌
し
た
。

そ
し
て
、
十
二
月
十
二
日
、「

地
方
自
治
法」

が
改
正
さ
れ
た�

■
�。

戦
後
の
第

三
次
地
方
制
度
改
革
に
な
る
。
改
正
前
、
都
道
府
県
知
事
は
必
要
に
応
じ
て
条

例
を
制
定
し
局
部
の
分
合
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
局
部
の
細
分
化
や
頻
々

た
る
増
設
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
抑
制
的
措
置
と
し
て
、
都
道
府
県

の
局
部
を
完
全
に
法
定
化
し
た�

■
�。

府
県
の
場
合
、
必
置
は
総
務
・
民
生
・
教

育
・
経
済
・
土
木
・
衛
生
・
農
地
の
七
部
で
あ
る
。
衛
生
部
の
必
置
は
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
公
衆
衛
生
福
祉
局
に
よ
る
公
衆
衛
生
行
政
の
推
進
を
反
映
し
た
と
推
定
さ
れ

る
。
ま
た
、
警
察
部
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
十
七
日
に「

警
察
法」

が
公
布
さ

れ
る
た
め
削
除
さ
れ
た
。
一
方
、
任
意
設
置
は
農
林（

ま
た
は
林
務）

・
商

工
・
水
産
・
労
働
・
公
共
事
業
の
五
部
で
あ
る�

■
�。

同
月
三
十
一
日
に
は
内
務
省
が
廃
止
さ
れ
、
明
治
以
来
の
中
央
集
権
的
な
地

方
行
政
の
統
括
官
庁
は
解
体
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
と
内
務
省
の

折
衝
に
よ
っ
て
、
地
方
行
政
に
関
わ
る
中
央
の
組
織
を
残
す
た
め
、
地
方
財
政

委
員
会
と
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た�

■
�。

再
び
、秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
た
ど
る
。昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
、

民
生
部
衛
生
課
を
衛
生
部
に
昇
格
し
、
医
務
・
公
衆
衛
生
・
薬
務
の
三
課
を
置

い
た
。「

地
方
自
治
法」

改
正
で
、
衛
生
部
が
必
置
の
部
に
な
っ
た
た
め
で
あ

る
。
各
課
の
分
掌
内
容
に
は
、
前
年
改
正
の「

保
健
所
法�

■
�」

や
前
年
公
布
の

「

食
品
衛
生
法�

■
�」

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
部
に
民
生
部
か
ら
労
政

課
と
職
業
課
が
移
管
さ
れ
た�

■
�。

で
あ
っ
た
戦
後
開
拓
を
分

掌
し
た�

■
�。

そ
し
て
、
文
書

管
理
に
つ
い
て
は
総
務
部

調
査
課
で
分
掌
し
て
い

る
。
一
方
、
渉
外
事
務
局

は
、
秋
田
市
大
町
に
置
か

れ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
第
八
四
軍
政

部�
■
�と

の
連
絡
調
整
に
あ
た

っ
た
。
府
県
軍
政
部
は
占

領
行
政
の
第
一
線
で
あ

り
、
府
県
を
常
に
そ
の
監

視
下
に
置
い
て
い
た
。
渉

外
事
務
局
に
関
し
て
は
、

「

秋
田
県
庁
中
処
務
細
則」

と
は
別
に「
渉
外
事
務
局

規
程」

で
分
課
と
分
掌
を

定
め
て
い
る�

■
�。

そ
れ
で
は
、
図
１
以
後

の
職
務
分
課
の
変
遷
を
見

て
み
よ
う
。
昭
和
二
十
二

年
十
一
月
二
十
一
日
に

は
、
警
察
部
で
鑑
識
課
と

図１ 昭和22年の県の職務分課（９・１改定）
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

三
八

三
月
七
日
に
は「

警
察
法」

が
施
行
さ
れ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
は
警
察
制
度

を
戦
後
改
革
の
照
準
と
し
、
戦
前
の
中
央
集
権
制
を
否
定
し
て
完
全
な
地
方
分

権
化
を
行
わ
せ
た
。
新
し
い
警
察
制
度
は
、
自
治
体
警
察
と
国
家
地
方
警
察
か

ら
成
る
。
自
治
体
警
察
は
、
市
及
び
人
口
五
千
人
以
上
の
市
街
的
町
村
に
設
置

さ
れ
、
市
町
村
公
安
委
員
会
に
よ
り
運
営
管
理
さ
れ
た
。
国
家
地
方
警
察
は
、

自
治
体
警
察
が
置
か
れ
て
い
な
い
地
域
を
担
当
し
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に

よ
り
運
営
管
理
さ
れ
た�

■
�。

こ
れ
に
よ
り
、
秋
田
県
の
警
察
部
は
廃
止
さ
れ
、
国

家
地
方
警
察
秋
田
県
本
部
が
発
足
し
た
。

そ
し
て
、
三
月
二
十
三
日
、「
秋
田
県
林
務
部
設
置
条
例」

制
定
に
よ
り
、

従
前
の
林
業
部
が
林
務
部
に
改
称
さ
れ
た�

■
�。「

地
方
自
治
法」

改
正
で
、
林
務

部
が
法
定
さ
れ
た
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
る
。

新
年
度
に
入
り
、
四
月
一
日
に「

秋
田
県
企
画
審
議
室
規
程」

が
制
定
さ
れ
、

知
事
の
下
に
企
画
審
議
室
を
置
い
て
県
の
重
要
施
策
を
検
討
さ
せ
た�

■
�。

室
に
は

主
査
を
置
き
、
こ
れ
を
兼
務
さ
せ
る
た
め
総
務
部
に
次
長
を
新
設
し
て
い
る
。

小
畑
勇
二
郎
が
次
長
兼
主
査
と
な
り
、
各
部
課
に
対
し
調
査
や
説
明
を
求
め
る

権
限
を
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
室
に
は
参
与
を
置
き
、
部
内
吏
員
を
任
命
、
も

し
く
は
学
識
経
験
者
を
委
嘱
し
た
。
二
月
の
県
議
会
定
例
会
で
、
蓮
池
公
咲
知

事
は
新
年
度
当
初
予
算
編
成
方
針
を
説
明
し
た
中
で
、
商
工
業
を
発
展
さ
せ
経

済
的
地
歩
を
確
立
し
た
上
で
教
育
と
文
化
を
興
隆
す
る
積
極
的
政
策
を
立
て
る

こ
と
を
述
べ
た�

■
�。

企
画
審
議
室
は
、
計
画
立
案
の
中
枢
た
る
役
割
を
期
待
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
日
、「

渉
外
事
務
局
規
程」

が
改
正
さ
れ
、
連
絡
班
と

調
整
班
の
二
班
に
再
編
さ
れ
た�

■
�。

連
絡
班
は
占
領
軍
と
の
連
絡
調
整
や
通
訳
・

翻
訳
ほ
か
、
業
務
班
は
占
領
軍
要
求
物
資
の
調
達
や
渉
外
労
務
管
理
ほ
か
を
分

掌
し
た
。
ま
た
、
参
与
及
び
調
査
委
員
を
置
き
、
前
者
に
は
部
長
級
吏
員
を
任

命
も
し
く
は
学
識
経
験
者
を
委
嘱
し
、
後
者
に
は
調
査
事
項
の
関
係
者
か
ら
任

命
ま
た
は
委
嘱
し
た
。
占
領
軍
と
の
連
絡
調
整
を
重
視
し
、
人
材
面
を
補
強
し

て
い
る
。

四
月
二
十
日
、
経
済
部
で
農
業
協
同
組
合
課
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

前
年
に
Ｇ
Ｈ

Ｑ
天
然
資
源
局
の
指
導
で「

農
業
協
同
組
合
法�

■
�」

が
公
布
さ
れ
、
県
内
各
地
に

農
協
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。
農
地
改
革
で
創
出
さ
れ
た
多
数
の
自
作
農
が
農
協

に
加
入
し
、農
業
経
営
や
生
活
の
指
導
を
受
け
、様
々
な
便
益
を
提
供
さ
れ
た�

■
�。

五
月
五
日
に
は
、
土
木
部
で
建
築
課
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

監
理
課
か
ら
の
分
離
で

あ
る
。
市
街
地
建
築
物
や
木
造
建
築
物
解
体
制
限
な
ど
を
分
掌
し
て
お
り
、
敗

戦
後
の
住
宅
不
足
や
住
宅
建
築
増
加
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
七
月
十
五
日
に「

教
育
委
員
会
法」

が
公
布
、
同
日
に
施
行
さ
れ
た
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
情
報
教
育
局
の
指
導
に
よ
る
教
育
制
度
改
革
で
あ
り
、
戦
前
の
中

央
集
権
制
を
否
定
し
地
方
分
権
化
を
徹
底
し
た
。
都
道
府
県
と
市
町
村
に
公
選

制
の
教
育
委
員
会
を
設
置
し
、前
者
の
後
者
に
対
す
る
指
揮
監
督
を
禁
止
し
た
。

ま
た
、
文
部
大
臣
の
前
者
及
び
後
者
に
対
す
る
指
揮
監
督
も
禁
止
し
た
。
同
法

に
従
っ
て
、
十
一
月
一
日
に
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
発
足
し
、
教
育
委
員
会
事

務
局
を
置
い
た�

■
�。

こ
れ
に
伴
い
、
本
庁
の
教
育
部
が
廃
止
さ
れ
た
。
以
後
、
教

育
委
員
会
事
務
局
の
公
文
書
は
、
本
庁
と
は
別
の
書
庫
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
た
だ
し
、
戦
前
の
教
育
行
政
の
公
文
書
は
、
本
庁
の
書
庫
に
保
存
さ

れ
続
け
た
。
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

三
九

十
二
月
十
日
に
は
、
経
済
部
で
失
業
保
険
徴
収
課
と
農
業
改
良
課
が
新
設
さ

れ
た�

■
�。

失
業
保
険
徴
収
課
の
設
置
は
、「

失
業
保
険
法�

■
�」

施
行
に
対
応
し
た
も

の
で
あ
る
。
復
員
や
引
揚
げ
、
ま
た
軍
需
産
業
の
崩
壊
に
よ
る
失
業
者
の
急
増

が
背
景
に
あ
っ
た
。
同
部
で
は
職
業
課
の
分
掌
に
も
、「

失
業
保
険
法」

や

「

職
業
安
定
法�

■
�」

の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
農
業
改
良
課
は
、
農

務
課
と
畜
産
課
か
ら
技
術
改
良
指
導
関
係
を
分
離
し
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
七
月
公
布
の「

農
業
改
良
助
長
法」

に
よ
り
、
都
道
府
県
の
行
う
試
験
研

究
に
政
府
補
助
金
、
普
及
事
業
に
政
府
交
付
金
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
独
立
の
背
景
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
畜
産
課
の
分
掌
に
地
方
競
馬

関
係
が
追
加
さ
れ
た
。
七
月
公
布
の「
競
馬
法�

■
�」

に
基
づ
き
、
秋
田
県
で
も
公

営
競
馬
が
開
催
さ
れ
た
た
め
で
あ
る�

■
�。

競
馬
収
入
を
も
っ
て
、
県
内
の
畜
産
業

を
振
興
す
る
目
的
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
同
月
二
十
二
日
に「

秋
田
県
労
働
部
設
置
条
例」
が
制
定
さ
れ
た�

■
�。

労
働
部
は
、「

地
方
自
治
法」

改
正
で
任
意
設
置
の
部
と
し
て
法
定
さ
れ
て
い

た
。
秋
田
県
で
労
働
部
を
設
置
し
た
事
情
と
し
て
、
昭
和
二
十
三
年
に
入
り
県

内
の
労
働
争
議
が
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
後
の
沈
滞
か
ら
再
び
活
発
化
し
て
い

た
こ
と�

■
�を

挙
げ
た
い
。
労
働
部
に
は
経
済
部
か
ら
労
政
・
職
業
・
失
業
保
険
の

三
課
が
移
管
さ
れ
、
職
業
課
は
職
業
安
定
課
に
改
称
さ
れ
た�

■
�。

昭
和
二
十
四
年
に
入
り
、
二
月
一
日
に
総
務
部
、
衛
生
部
及
び
経
済
部
の
分

課
が
再
編
さ
れ
た�

■
�。

総
務
部
で
は
文
書
課
と
税
務
課
が
新
設
さ
れ
た
。
文
書
課

は
調
査
課
か
ら
の
分
離
で
あ
り
、
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日
以
来
の
復
活
だ
っ

た
。
税
務
課
は
庶
務
課
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。
前
年
七
月
に「

地
方
税
法」

が

改
正
さ
れ�

■
�、地

方
自
治
の
基
盤
と
な
る
自
主
的
な
地
方
財
政
制
度
を
確
立
し
た�

■
�。

税
務
課
の
分
離
は
、
新
し
い
地
方
財
政
制
度
へ
の
対
応
と
推
定
さ
れ
る
。
衛
生

部
で
は
予
防
課
が
新
設
さ
れ
た
。
公
衆
衛
生
課
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。
以
後
、

予
防
課
で
疾
病
予
防
関
係
、
公
衆
衛
生
課
で
環
境
衛
生
関
係
を
分
掌
し
た
。
ま

た
、
予
防
課
の
分
掌
内
容
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
衆
衛
生
福
祉
局
が
二
十
二
年
か
ら

二
十
三
年
に
か
け
て
立
法
に
関
わ
っ
た
諸
法
令
の
反
映
を
認
め
ら
れ
る�

■
�。

同
部

医
務
課
の
場
合
も
同
様
で
あ
る�

■
�。そ

し
て
経
済
部
で
は
鉱
務
課
が
新
設
さ
れ
た
。

商
工
課
か
ら
の
分
離
だ
が
、
鉱
業
専
門
の
課
は
、
明
治
の
秋
田
県
開
庁
以
来
初

め
て
で
あ
る
。
県
内
の
鉱
山
は
、
戦
時
中
の
乱
掘
で
疲
弊
し
た
状
況
だ
っ
た
。

企
画
審
議
室
設
置
後
、
小
畑
室
長
が
県
独
自
の
鉱
山
税
を
創
設
し
、
さ
ら
に
鉱

業
政
策
を
推
進
す
る
た
め
秋
田
県
地
下
資
源
開
発
委
員
会
を
設
立
し
た�

■
�。

鉱
務

課
は
、
右
の
流
れ
の
中
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。

四
月
一
日
、
民
生
部
社
会
課
の
分
掌
が
改
正
さ
れ�

■
�、「

民
生
委
員
法」

ほ
か

諸
法
令
の
施
行
に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ
れ
た�

■
�。

五
月
一
日
に
は
、
土
木
部
に

砂
防
課
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

河
港
課
か
ら
の
分
離
だ
っ
た
。
九
月
一
日
、
土
木
部

監
理
課
の
分
掌
が
改
正
さ
れ�

■
�、

五
月
公
布
の「

建
設
業
法�

■
�」

に
関
す
る
諸
事
項

が
追
加
さ
れ
た
。
戦
後
の
建
設
ブ
ー
ム
で
、
不
良
業
者
の
乱
立
が
問
題
に
な
っ

て
い
た
。「

建
設
業
法」

は
、
建
設
業
者
の
資
質
向
上
や
請
負
契
約
の
適
正
化

な
ど
を
目
的
と
し
て
い
た
。

渉
外
事
務
局
に
関
し
て
は
、
九
月
十
七
日
に「

秋
田
県
渉
外
事
務
局
規
程」

が
部
分
改
正
さ
れ
、
処
務
に
つ
い
て
は「

秋
田
県
庁
中
処
務
細
則」

を
準
用
す

る
と
さ
れ
た�

■
�。

十
月
二
十
一
日
、
再
び
部
分
改
正
さ
れ
、
連
絡
班
・
業
務
班
を

(
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
〇

連
絡
課
・
業
務
課
に
改
め
、
従
前
の
班
長
は
課
長
に
な
っ
た�

■
�。

そ
し
て
、
十
月
二
十
八
日
、「

地
方
自
治
法
施
行
規
程」

が
部
分
改
正
さ
れ
、

都
道
府
県
知
事
は
規
則
で
商
工
資
材
事
務
所
と
陸
運
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と

に
な
っ
た�

■
�。

商
工
資
材
事
務
所
は
、「

臨
時
物
資
需
給
調
整
法�

■
�」

に
基
づ
き
、

産
業
の
回
復
及
び
復
興
に
必
要
な
資
材
の
供
給
を
担
当
し
た
。
通
商
産
業
大
臣

の
所
管
事
務
を
都
道
府
県
知
事
に
委
任
し
た
形
で
あ
る
。
都
道
府
県
に
設
置
さ

れ
た
商
工
資
材
事
務
所
に
は
、
前
身
の
通
商
産
業
省
通
商
産
業
局
分
室
か
ら
職

員
が
移
行
し
、
地
方
事
務
官
と
し
て
知
事
の
指
揮
監
督
下
に
入
っ
た
。
一
方
、

陸
運
事
務
所
は
、「

臨
時
物
資
需
給
調
整
法」

並
び
に「

道
路
運
送
法�

■
�」

に
基

づ
き
、
自
動
車
行
政
を
担
当
し
た
。
運
輸
大
臣
の
所
管
事
務
を
都
道
府
県
知
事

に
委
任
し
た
も
の
で
、
前
身
は
運
輸
省
陸
運
局
分
室
だ
っ
た
。
陸
運
事
務
所
へ

の
移
行
後
、
職
員
の
待
遇
は
商
工
資
材
事
務
所
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

十
一
月
一
日
、
秋
田
県
商
工
資
材
事
務
所
と
秋
田
県
陸
運
事
務
所
が
秋
田
市

に
設
置
さ
れ
た�

■
�。

商
工
資
材
事
務
所
に
は
、
第
一
課
と
第
二
課
が
置
か
れ
た
。

第
一
課
は
、
所
内
庶
務
一
般
、
物
資
の
需
給
調
整
、
配
給
、
鉄
屑
資
源
調
査
・

回
収
ほ
か
を
分
掌
し
た
。
第
二
課
は
、
機
械
金
属
、
繊
維
工
業
品
、
ゴ
ム
及
び

皮
革
、
生
活
物
資
ほ
か
を
分
掌
し
て
い
る
。
人
事
と
文
書
管
理
は
第
一
課
で
担

当
し
た
。
商
工
資
材
事
務
所
は
、
経
済
部
商
工
課
の
所
管
と
さ
れ
た
。
一
方
、

陸
運
事
務
所
に
は
、
輸
送
・
整
備
・
燃
料
の
三
課
が
置
か
れ
た
。
輸
送
課
は
、

所
内
庶
務
一
般
と
道
路
運
送
を
分
掌
し
た
。
整
備
課
は
、
自
動
車
の
再
生
・
整

備
、
検
査
・
登
録
ほ
か
を
分
掌
し
た
。
燃
料
課
は
、
自
動
車
用
石
油
製
品
・
油

脂
、
薪
炭
そ
の
他
代
用
燃
料
、
タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー
ブ
の
割
当
及
び
監
査
を
分
掌

し
て
い
る
。
木
炭
自
動
車
な
ど
代
燃
車
は
、
昭
和
二
十
四
年
当
時
も
使
用
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
人
事
と
文
書
管
理
は
輸
送
課
で
担
当
し
て
い
る
。
陸
運
事
務

所
は
総
務
部
調
査
課
の
所
管
と
さ
れ
た
。

十
一
月
十
日
に
は
、
渉
外
事
務
局
が
廃
止
さ
れ
、
知
事
官
房
に
渉
外
課
を
新

設
し
た�

■
�。占

領
軍
と
の
連
絡
調
整
は
知
事
直
轄
に
な
っ
た
。渉
外
課
の
分
掌
は
、

旧
渉
外
事
務
局
連
絡
課
及
び
業
務
課
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。

そ
し
て
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
五
日
、
秋
田
県
商
工
資
材
事
務
所
が
廃
止

さ
れ
た�

■
�。

そ
の
後
、
二
十
七
年
四
月
一
日
に
は「

臨
時
物
資
需
給
調
整
法」

が

失
効
し
て
い
る
。
敗
戦
後
の
物
資
不
足
が
逼
迫
状
態
か
ら
抜
け
出
た
た
め
だ
ろ

う
。五

月
三
十
一
日
、
総
務
部
に
広
報
課
、
民
生
部
に
消
防
災
害
課
が
新
設
さ
れ

た�
■
�。

広
報
課
は
、
県
政
に
関
す
る
普
及
宣
伝
を
任
務
と
し
た
。
同
年
二
月
の
県

議
会
定
例
会
で
、
蓮
池
知
事
は
新
年
度
当
初
予
算
方
針
と
し
て
、
農
業
は
じ
め

諸
産
業
の
振
興
、
民
生
の
安
定
、
保
健
衛
生
の
改
善
ほ
か
各
行
政
分
野
に
お
け

る
積
極
的
政
策
の
実
施
を
説
明
し
て
い
る�

■
�。

右
の
政
策
を
実
施
す
る
に
は
、
県

民
の
理
解
を
得
る
た
め
の
普
及
宣
伝
を
必
要
と
し
た
。

一
方
、
消
防
災
害
課
は
、
災
害
対
策
の
他
、
市
町
村
の
消
防
に
対
す
る
指
導

と
援
助
を
任
務
と
し
た
。昭
和
二
十
二
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
で「

消
防
組
織
法」

が
公
布
さ
れ�

■
�、

警
察
か
ら
消
防
を
分
離
し
、
地
方
分
権
を
徹
底
し
た
自
治
体
消

防
を
創
設
し
た
。
す
な
わ
ち
、
各
市
町
村
に
消
防
責
任
を
負
わ
せ
、
消
防
署
ま

た
は
消
防
団
を
組
織
さ
せ
た
。
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
消
防
に
対
し
て
指
導

と
助
言
を
行
う
の
み
に
留
め
ら
れ
た
。
前
年
四
月
に
は
、
市
町
村
の
消
防
職
員

(

53)

(

54)
(

55)

(

56)

(

57)

(

58)

(

59)

(

60)

(

61)

(

62)



昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
一

及
び
消
防
団
員
を
教
育
訓
練
す
る
た
め
、
秋
田
県
消
防
講
習
所
を
設
置
し
て
い

る�
■
�。ま

た
、
同
日
、「

秋
田
県
企
画
審
議
室
規
程」

を
一
部
改
正
し
、
必
要
に
応

じ
て
顧
問
を
置
き
、
学
識
経
験
者
に
委
嘱
す
る
こ
と
に
し
た�

■
�。

従
前
の
参
与
は

相
談
に
預
か
る
の
み
だ
っ
た
が
、
顧
問
は
諮
問
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
た
。
昭

和
二
十
五
年
度
に
は
県
の
積
極
的
政
策
を
実
施
し
た
た
め
、
外
部
か
ら
も
意
見

を
求
め
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
六
月
二
十
五
日
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
。
翌
七
月
十
五
日
、
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
は
、
吉
田
茂
内
閣
に
警
察
予
備
隊
の
創
設
と
海
上
保
安
庁
の

増
員
を
指
令
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
八
月
十
日
に「

警
察
予
備
隊
令」

が
公
布

さ
れ
た�

■
�。

そ
の
後
、
官
公
庁
は
じ
め
多
く
の
職
場
で
共
産
主
義
者
が
追
放
さ
れ

た
一
方
、
戦
犯
服
役
者
の
釈
放
や
公
職
追
放
の
解
除
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
特

需
景
気
に
よ
る
経
済
好
況
の
反
面
、
物
価
騰
貴
や
給
与
改
定
経
費
、
災
害
復
旧

費
な
ど
で
地
方
財
政
は
悪
化
し
て
い
っ
た�

■
�。

九
月
一
日
、「

秋
田
県
陸
運
事
務
所
設
置
規
則」

を
廃
止
し
、
新
た
に「

秋

田
県
陸
運
事
務
所
設
置
条
例」

が
制
定
さ
れ
た�

■
�。

五
月
四
日
の「

地
方
自
治
法」

一
部
改
正
で
陸
運
事
務
所
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
た
め
、
条
例
に
よ
る
設
置
が

必
要
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
分
課
と
分
掌
は
従
前
と
変
わ
ら
な
い
。

十
二
月
十
三
日
に
は
、「

地
方
公
務
員
法」

が
公
布
さ
れ
、
都
道
府
県
と
市

町
村
の
吏
員
は「

地
方
公
務
員」

の
名
称
に
な
っ
た
。
地
方
公
務
員
の
争
議
行

為
を
禁
止
し
た
代
り
に
、
都
道
府
県
と
市
町
村
に
人
事
委
員
会
を
置
い
た
。

二
 
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
以
後
の
県
の
職
務
分
課

昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
、
新
た
に「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

が
制
定
さ

れ
た�

■
�。

県
の
機
構
改
正
は
、
戦
中
戦
後
を
通
し
て
大
正
十
五
年
制
定「

秋
田
県

庁
中
処
務
細
則」

の
部
分
改
正
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
昭
和
二
十
二
年
五

月
の「

地
方
自
治
法」

施
行
で
県
が
普
通
地
方
公
共
団
体
に
な
っ
た
後
、
四
年

半
近
く
を
経
て
の
規
程
刷
新
で
あ
る
。

「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

の
第
一
条
に
は
、
趣
旨
と
し
て「

知
事
の
権
限

に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
事
務
部
局
の
分
課
等
の
設
置
及
び

そ
の
所
掌
事
務
等
の
範
囲
等
を
定
め
る」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
純
然
た
る
組
織

規
程
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。「

秋
田
県
庁
中
処
務
細
則」

は
、
分
課
・
分

掌
・
事
務
代
理
・
処
務
順
序
・
公
文
例
・
文
書
編
纂
・
服
務
・
当
直
の
八
章
編

成
で
、
附
則
と
公
文
例
様
式
を
付
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「

秋
田
県
行
政
組

織
規
程」

は
、
総
則
・
本
庁
事
務
部
局
・
地
方
機
関
の
三
章
編
成
で
あ
る
。
第

二
章
本
庁
事
務
部
局
は
、
内
部
機
関
・
附
属
機
関
の
二
節
か
ら
成
る
。
第
三
章

地
方
機
関
は
、
地
方
事
務
所
・
児
童
相
談
所
・
家
畜
保
健
衛
生
所
・
保
健
所
・

労
政
事
務
所
・
職
及
び
そ
の
職
務
の
六
節
か
ら
成
る
。
法
令
ま
た
は
条
例
に
定

め
の
あ
る
も
の
を
除
い
て
本
庁
事
務
部
局
と
地
方
機
関
を
網
羅
し
、
組
織
規
程

を
一
元
化
し
た
。
戦
前
か
ら
附
属
機
関
や
地
方
機
関
が
増
え
続
け
た
た
め
、
一

元
化
を
図
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
企
画
審
議
室
、
出
納
事
務
室
、
陸
運
事

務
所
も
本
庁
事
務
部
局
の
内
部
機
関
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。

「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

に
は
、「

秋
田
県
庁
中
処
務
細
則」

に
あ
っ
た
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
二

事
務
処
理
や
文
書
管
理
、服
務
や
当
直
に
関
す
る
規
定
が
一
切
入
っ
て
い
な
い
。

そ
の
代
り
、
同
日
、
事
務
処
理
に
関
す
る「

秋
田
県
事
務
決
裁
規
程」

が
制
定

さ
れ
た
。
文
書
管
理
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
ま
で「

秋
田
県
庁
中
処
務

細
則」

の
第
五
章
公
文
例
と
第
六
章
文
書
編
纂
に
準
拠
し
て
い
る
。

さ
て
、「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

で
改
正
さ
れ
た
職
務
分
課
は
図
２
の
形

に
な
っ
た
。
部
課
レ
ベ
ル
で
の
再
編
は
無
く
、
わ
ず
か
に
総
務
部
と
経
済
部
で

課
の
配
列
順
を
変
え
た
程
度
で
あ
る
。
最
大
の
改
正
点
は
、
課
室
の
下
に
新
た

に
係
を
置
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
き
め
細
か
な
役
割
分
担
を
目
的
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、
企
画
審
議
室
に
室
長
、
部
に
部
長
・
次
長
・
技
監
、
課
に
課
長
・
課

長
補
佐
、
係
に
係
長
を
置
い
た
。
陸
運
事
務
所
に
は
所
長
を
置
い
て
い
る
。

部
課
の
名
称
は
従
前
と
同
じ
だ
が
、各
課
の
分
掌
内
容
は
改
正
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
か
ら
特
色
あ
る
も
の
を
若
干
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
知
事
官
房
渉
外

課
の
分
掌
に「

海
外
文
化
の
宣
伝
啓
発
に
関
す
る
こ
と」

が
あ
る
。
こ
の
年
三

月
三
十
一
日
、
県
は
秋
田
市
長
野
町
に
ア
メ
リ
カ
文
化
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
情
報
局
に
無
償
で
提
供
し
た�

■
�。

民
間
情
報
局
の
情
報
課
は
、
あ
ら

ゆ
る
公
的
情
報
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
日
本
人
に
民
主
的
思
想
及
び
原
則
を
普
及

す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
た�

■
�。

ア
メ
リ
カ
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
秋
田
県
に
お

け
る
情
報
課
の
活
動
拠
点
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

総
務
部
調
査
課
の
分
掌
に
は「

追
放
者
の
登
録
及
び
監
察
に
関
す
る
こ
と」

が
あ
り
、
公
職
追
放
関
係
を
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
部
広
報
課
の
分
掌
に
は

「

県
行
政
の
浸
透
状
況
調
査
に
関
す
る
こ
と」

が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
民
生
部

図２ 昭和26年の県の職務分課（２・１改定）
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
三

世
話
課
の
分
掌
に
は
、「

特
別
未
帰
還
者
の
給
与
に
関
す
る
こ
と」

が
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
公
布「

特
別
未
帰
還
者
給
与
法」

に
よ
り
、
国
が
シ
ベ
リ
ア
抑

留
民
間
人
に
対
し
二
十
四
年
一
月
か
ら
給
与
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で

あ
る�

■
�。

経
済
部
で
は
、農
務
課
の
分
掌
内
容
が
従
前
よ
り
も
充
実
し
た
。農
業
計
画
、

経
営
指
導
、
園
芸
農
産
物
の
生
産
指
導
ほ
か
、
農
林
部
門
に
お
け
る
電
力
需
給

調
整
ま
で
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
食
糧
課
の
分
掌
に
は
、
昭
和
二
十
三
年
公
布

「

食
糧
確
保
臨
時
措
置
法�

■
�」

が
か
な
り
反
映
さ
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
主
要
食

糧
農
作
物
の
生
産
数
量
、
生
産
保
有
数
量
も
し
く
は
供
出
数
量
の
割
当
等
を
行

い
、
食
糧
事
情
の
安
定
化
を
目
的
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
農
業
協
同
組
合
課
の

分
掌
が
、
従
前
に
比
べ
細
分
化
さ
れ
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
水
産
課

で
は
、
二
十
四
年
公
布「

漁
業
法�

■
�」

に
基
づ
き
漁
業
免
許
可
及
び
漁
業
権
登
録

を
分
掌
し
た
。「

漁
業
法」

は
、
旧
来
の
不
合
理
な
漁
業
権
を
国
で
全
部
買
い

上
げ
、
適
格
性
と
優
先
順
位
に
基
づ
き
免
許
可
を
行
っ
て
漁
民
の
手
に
戻
す
こ

と
を
目
的
と
し
た
。
戦
後
に
お
い
て
、
農
地
改
革
と
並
ぶ
経
済
の
民
主
化
と
さ

れ
て
い
る�

■
�。

土
木
部
建
築
課
の
分
掌
に
は
、
昭
和
二
十
五
年
公
布「

建
築
基
準
法」
並
び

に「

建
築
士
法」

、
ま
た
二
十
一
年
公
布「

罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
措
置
法」

が
反
映
さ
れ
て
い
る
他�

■
�、

住
宅
組
合
や
住
宅
金
融
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
住
宅
建

設
ブ
ー
ム
に
対
応
し
、
分
掌
内
容
が
従
前
よ
り
も
整
備
さ
れ
た
。

農
地
部
で
は
、開
拓
課
の
分
掌
に「

入
植
者
及
び
営
農
指
導
に
関
す
る
こ
と」

が
見
ら
れ
る
。
戦
後
開
拓
は
、
昭
和
二
十
五
年
頃
を
境
に
、
未
墾
地
開
拓
の
拡

大
か
ら
、
既
入
植
者
の
営
農
確
立
へ
方
針
を
転
換
し
て
い
た�

■
�。

ま
た
、
耕
地
課

の
分
掌
に
は「

耕
地
整
理
組
合
及
び
普
通
水
利
組
合
に
関
す
る
こ
と」

が
あ
る
。

二
十
四
年
公
布「

土
地
改
良
法」

は
、
戦
前
か
ら
の
耕
地
整
理
組
合
、
普
通
水

利
組
合
、
水
害
防
災
組
合
な
ど
を
廃
止
し
、
新
た
に
土
地
改
良
区
を
設
立
す
る

こ
と
を
定
め
た�

■
�。

そ
の
た
め
、
既
存
の
耕
地
整
理
組
合
や
普
通
水
利
組
合
は
、

二
十
七
年
六
月
六
日
ま
で
に
一
定
の
手
続
き
を
経
て
土
地
改
良
区
に
組
織
変
更

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
耕
地
課
で
は
、
右
の
手
続
き
を
担
当
し
た
。
土

地
改
良
区
は
、
農
地
改
革
で
創
出
さ
れ
た
自
作
農
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
。

労
働
部
労
政
課
の
分
掌
で
は
、「

労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と」

に
着
目
し
た

い
。
労
働
教
育
と
は
、
労
働
者
や
使
用
者
に
対
し
労
働
法
制
や
労
使
関
係
を
教

え
る
活
動
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
よ
り
占
領
直
後
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
昭
和
二

十
六
年
当
時
も
、
都
道
府
県
の
労
政
で
労
働
教
育
を
重
視
し
て
い
た
様
子
を
窺

え
る
。

こ
の
他
、
土
木
部
で
は
監
理
課
、
衛
生
部
で
は
医
務
課
、
林
務
部
で
は
林
政

課
に
お
い
て
部
内
人
事
を
担
当
し
て
い
る
。
専
門
技
術
者
の
人
事
を
行
っ
た
た

め
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
図
２
以
後
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
四
月
七
日
、

経
済
部
食
糧
課
に
庶
務
係
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

同
月
十
一
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元

帥
が
朝
鮮
戦
争
を
め
ぐ
る
大
統
領
と
の
対
立
で
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
を
解
任

さ
れ
、
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
中
将
が
後
任
に
な
っ
た
。
秋
田
県
に
お
い
て
は
、
同
月

三
十
日
に
元
土
木
部
長
池
田
徳
治
が
公
選
第
二
代
の
知
事
に
就
任
し
た
。

六
月
十
四
日
、
従
前
の
知
事
官
房
が
知
事
室
に
改
め
ら
れ
、
総
務
部
か
ら
文
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
四

書
課
を
移
管
し
た
。「

知
事
室」

へ
の
改
称
は
、
池
田
県
政
の
開
始
を
印
象
付

け
る
。
ま
た
、
知
事
室
に
文
書
課
を
置
い
た
点
は
、
池
田
県
政
に
お
け
る
文
書

管
理
の
重
視
と
も
見
ら
れ
る
。
前
代
の
蓮
池
県
政
下
で
は
、
昭
和
二
十
二
年
九

月
以
来
、
総
務
部
で
文
書
管
理
を
行
っ
て
い
た
。
一
方
、
民
生
部
で
は
社
会
課

児
童
福
祉
係
が
児
童
課
に
昇
格
し
た
。
児
童
課
に
は
、
庶
務
係
と
福
祉
係
が
置

か
れ
て
い
る�

■
�。

八
月
三
十
一
日
に
は
、
陸
運
事
務
所
で
燃
料
課
が
廃
止
さ
れ
、
替
わ
っ
て
登

録
機
材
課
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

燃
料
課
の
廃
止
は
、
自
動
車
用
燃
料
の
需
給
状
況

が
改
善
さ
れ
て
き
た
た
め
だ
ろ
う
か
。
登
録
機
材
課
に
は
、
登
録
係
と
機
材
係

が
置
か
れ
た
。
登
録
機
材
課
は
、
六
月
公
布
の「

自
動
車
登
録
令�

■
�」

に
準
拠
し
、

自
動
車
及
び
自
動
車
抵
当
権
の
登
録
を
行
っ
た
。
旧
燃
料
課
の
分
掌
も
引
き
継

い
だ
が
、
薪
炭
そ
の
他
代
用
燃
料
に
関
す
る
事
項
は
消
え
て
い
る
。

九
月
一
日
に
は
、
従
前
の
出
納
事
務
室
が
出
納
室
に
改
め
ら
れ
、
総
務
部
庶

務
課
か
ら
用
度
係
を
移
管
さ
れ
た�

■
�。

こ
れ
に
よ
り
出
納
室
は
金
銭
と
物
品
の
両

方
を
扱
う
形
に
な
っ
た
。
ま
た「

出
納
室」

の
名
称
は
、
独
立
し
た
権
限
を
持

つ
出
納
長
の
拠
点
と
し
て「

知
事
室」

に
釣
り
合
わ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
同
月
八
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
調
印
さ
れ
、
日
本

は
独
立
回
復
を
達
成
し
た
。
同
日
、
日
米
安
全
保
障
条
約
が
調
印
さ
れ
、
日
本

は
ア
メ
リ
カ
軍
の
国
内
駐
留
を
認
め
た
。

秋
田
県
で
は
、
十
一
月
六
日
、
企
画
審
議
室
に
第
一
課
と
第
二
課
の
課
制
が

導
入
さ
れ
た�

■
�。

第
一
課
に
庶
務
・
調
査
の
二
係
、
第
二
課
に
は
農
林
・
商
工
・

建
設
の
三
係
を
置
い
て
い
る
。
第
一
課
で
は
行
財
政
、
第
二
課
で
は
農
業
・
畜

産
業
・
林
業
・
商
工
・
鉱
業
・
土
木
・
交
通
に
関
す
る
重
要
施
策
を
扱
っ
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
両
課
で
は
国
土
総
合
開
発
に
関
す
る
事
項
を
分
掌
し
た
。
前

年
に
公
布
さ
れ
た「

国
土
総
合
開
発
法�

■
�」

に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
は
、

敗
戦
後
の
荒
廃
し
た
産
業
を
復
興
し
国
民
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
国
土
と

国
内
資
源
の
最
大
限
で
効
果
的
な
開
発
利
用
を
図
る
も
の
だ
っ
た�

■
�。

第
一
課
で

は
国
土
総
合
開
発
に
つ
い
て
企
画
審
議
し
、
附
属
機
関
と
し
て
秋
田
県
総
合
開

発
審
議
会
を
所
管
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
課
で
は
電
源
の
開
発
、
電
力
の

生
産
・
流
通
及
び
消
費
を
分
掌
し
た
。
ま
た
、
企
画
審
議
室
に
は
、
主
査
に
替

え
て
室
長
を
置
い
た
。
企
画
審
議
室
の
再
編
強
化
は
、「

国
土
総
合
開
発
法」

に
基
づ
く
秋
田
県
総
合
開
発
計
画
を
推
進
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

同
月
十
二
日
、
総
務
部
庶
務
課
に
県
有
財
産
係
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
庶

務
課
の
分
掌
に「

県
財
政
の
計
画
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と」

が
加
え
ら
れ
た�

■
�。

財
政
難
の
中
、
総
合
開
発
計
画
を
進
め
る
た
め
必
要
と
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

翌
十
二
月
一
日
に
は
、
知
事
室
渉
外
課
が
外
事
課
に
改
称
さ
れ
た�

■
�。

平
和
条
約

発
効
に
よ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
第
八
四
軍
政
部
の
廃
止
を
、
翌
年
四
月
に
控
え
て
い
た
。

昭
和
二
十
七
年
四
月
七
日
、
土
木
部
監
理
課
の
資
材
係
が
管
理
係
に
改
称
さ

れ
た�

■
�。

同
月
十
二
日
、
農
地
部
耕
地
課
に
資
金
係
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

開
墾
や
土

地
改
良
の
た
め
、
自
作
農
へ
の
資
金
融
通
を
円
滑
に
行
う
目
的
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
同
月
二
十
一
日
に
は
、
知
事
室
外
事
課
に
経
済
部
商
工
課
か
ら
観
光
係

が
移
管
さ
れ
た�

■
�。

占
領
終
了
に
よ
り
帰
国
す
る
ア
メ
リ
カ
軍
将
校
や
兵
士
の
観

光
を
扱
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
日
、
農
地
部
開
拓
課
に
同
部
耕

地
課
か
ら
開
墾
係
が
移
管
さ
れ
た�

■
�。

開
墾
事
業
が
既
存
の
米
作
農
家
よ
り
も
開
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
五

拓
農
家
で
多
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
同
月
二
十
八
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
発
効
し
、
連

合
国
軍
に
よ
る
日
本
占
領
は
終
了
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
廃
止
に
伴
い
、
秋
田
市
大

町
に
置
か
れ
た
第
八
四
軍
政
部
が
廃
止
さ
れ
、県
に
対
す
る
監
視
も
終
了
し
た
。

占
領
終
了
後
、
政
府
は
占
領
初
期
に
お
け
る
地
方
制
度
改
革
の
見
直
し
や
、
内

務
省
に
代
わ
る
地
方
行
政
統
括
官
庁
の
再
整
備
を
中
心
と
し
た
再
中
央
集
権
化

に
動
き
始
め
る�

■
�。

さ
て
、
六
月
十
四
日
、
農
地
部
耕
地
課
に
お
い
て
整
理
係
が
管
理
係
に
改
称

さ
れ
、
農
業
水
利
係
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
労
働
部
失
業
保
険
徴
収
課
に
徴

収
係
が
新
設
さ
れ
た
。
民
生
部
に
お
い
て
は
、
社
会
課
と
世
話
課
の
分
掌
に
、

四
月
公
布
の「

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法�

■
�」

に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ

れ
て
い
る�

■
�。

同
月
二
十
四
日
に
は
、
経
済
部
農
務
課
で
物
資
調
整
係
が
廃
止
さ

れ
、
経
営
係
と
農
業
共
済
係
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

翌
七
月
二
十
九
日
、
経
済
部
商

工
課
で
も
物
資
調
整
係
が
廃
止
さ
れ
て
い
る�

■
�。

特
需
景
気
に
よ
る
経
済
好
況
に

伴
い
、
敗
戦
後
の
物
資
不
足
が
改
善
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

七
月
三
十
一
日
、「

保
安
庁
法」

が
公
布
さ
れ�

■
�、

保
安
庁
を
設
置
し
警
察
予

備
隊
を
保
安
隊
に
改
組
、さ
ら
に
海
上
警
備
隊
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

独
立
回
復
後
、
吉
田
内
閣
は
経
済
復
興
と
と
も
に
自
衛
力
増
強
を
課
題
に
し
て

い
た
。
八
月
六
日
、
秋
田
県
で
は
、
総
務
部
地
方
課
の
分
掌
に「

警
察
予
備
隊

の
警
察
官
の
募
集
に
関
す
る
こ
と」

を
加
え
て
い
る�

■
�。

十
月
十
五
日
の
保
安
隊

発
足
を
控
え
、
隊
員
募
集
が
都
道
府
県
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た�

■
�。

そ
し
て
、
同
月
十
五
日
、
独
立
回
復
後
、
最
初
の「

地
方
自
治
法」

改
正
が

行
わ
れ
た�

■
�。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
占
領
初
期
に
行
っ
た
地
方
制
度
改
革
の
見
直
し
を
目
的

と
し
た
。
法
律
改
正
に
伴
い
、
秋
田
県
で
は
翌
年
一
月
に
組
織
機
構
の
大
改
正

を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
三
章
で
詳
述
し
た
い
。

十
月
二
日
に
は
、
陸
運
事
務
所
で
登
録
機
材
課
が
登
録
資
材
課
に
改
称
さ
れ

た�
■
�。

こ
れ
に
伴
い
、
同
課
の
機
材
係
も
資
材
係
に
改
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
輸
送

課
の
分
掌
に
は
、
こ
の
年
に
運
輸
省
で
制
定
し
た「

道
路
運
送
調
査
規
則�

■
�」

の

内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
同
規
則
に
よ
り
、
自
動
車
使
用
者
は
旅
客
と
貨
物

の
運
送
状
況
に
つ
い
て
陸
運
事
務
所
を
通
し
て
毎
月
運
輸
省
に
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
運
輸
省
で
は
、
こ
れ
を
元
に
輸
送
統
計
を
作
成
し
た
。
一
方
、
整

備
課
の
分
掌
に
は
、
前
年
公
布
の「

道
路
運
送
車
両
法�

■
�」

に
お
け
る
自
動
車
整

備
事
業
に
関
す
る
規
定
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
十
二
月
二
十
七
日
に
、
総
務
部
庶
務
課
の
分
掌
に「

東
京
事
務
所
に

関
す
る
こ
と」

が
加
え
ら
れ
た
点
に
注
目
し
た
い�

■
�。

同
日
、
東
京
事
務
所
を
庶

務
課
の
附
属
機
関
か
ら
地
方
機
関
に
昇
格
さ
せ
、
機
構
を
拡
充
し
た
。
東
京
事

務
所
に
東
京
物
産
斡
旋
所
を
統
合
し
、
さ
ら
に
附
属
機
関
と
し
て
東
京
第
一
宿

泊
所
及
び
第
二
宿
泊
所
を
設
置
し
て
い
る
。
秋
田
県
総
合
開
発
計
画
の
具
体
化

に
伴
い
、
中
央
官
庁
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
が
増
え
、
ま
た
県
職
員
の
東

京
出
張
も
多
く
な
っ
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。

三
 
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
四
日
以
後
の
県
の
職
務
分
課

昭
和
二
十
七
年
八
月
十
五
日
、「

地
方
自
治
法」

が
改
正
さ
れ
た
。
政
府
は
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
六

二
十
六
年
の
夏
以
来
、
独
立
回
復
後
の
新
事
態
に
対
応
す
べ
く
、
中
央
・
地
方

を
通
じ
た
行
政
改
革
を
企
画
し
て
き
た
。二
十
七
年
に
お
け
る「

地
方
自
治
法」

改
正
の
基
本
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
の
強
化
、
そ
し
て
組
織
及
び
運
営

の
簡
素
化
と
能
率
化
だ
っ
た
。
改
正
の
結
果
、
前
者
に
関
し
て
は
国
か
ら
の
機

関
委
任
事
務
が
減
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
に
関
し
て
は
行
政
の
簡
素

化
と
能
率
化
が
最
優
先
さ
れ
、自
治
拡
充
の
方
針
を
薄
ら
げ
る
結
果
と
な
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
東
京
都
特
別
区
長
の
公
選
制
が
廃
止
さ
れ
た
他
、
都
道
府
県
や

市
町
村
の
行
政
委
員
会
制
度
が
縮
小
さ
れ
て
い
る�

■
�。

そ
れ
で
は
、
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
関
す
る
改
正
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
の「

地
方
自
治
法」
改
正
で
は
、
都
道
府
県
の
必
置
局

部
と
任
意
設
置
局
部
を
完
全
に
法
定
化
し
た
。
二
十
七
年
八
月
の
改
正
で
は
法

定
局
部
を
や
め
、都
道
府
県
の
人
口
段
階
別
に
標
準
局
部
を
提
示
し
た
。都
は
、

総
務
・
財
務
・
主
税
・
民
生
・
衛
生
・
労
働
・
経
済
・
建
設
・
建
築
・
港
湾
の

一
〇
局
。
道
は
、
総
務
・
民
生
・
衛
生
・
商
工
・
農
林
・
労
働
・
土
木
・
建

築
・
開
拓
の
九
部
。
人
口
二
五
〇
万
人
以
上
の
府
県
は
、
総
務
・
民
生
・
衛

生
・
商
工
・
農
林
・
労
働
・
土
木
・
建
築
の
八
部
。
人
口
一
〇
〇
万
人
以
上
二

五
〇
万
人
未
満
の
府
県
は
、
総
務
・
民
生
労
働
・
衛
生
・
商
工
・
農
林
・
土
木

の
六
部
。
人
口
一
〇
〇
万
人
未
満
の
府
県
は
、
総
務
・
厚
生
労
働
・
経
済
・
土

木
の
四
部
を
標
準
と
し
た
。
知
事
は
、
必
要
な
場
合
、
条
例
を
制
定
し
て
局
部

の
名
称
や
分
掌
事
務
を
変
更
、
あ
る
い
は
局
部
の
数
を
増
減
す
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
。
変
更
後
の
手
続
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
届
け
出
の
み
で
あ
る
。
都

道
府
県
に
お
け
る
組
織
機
構
の
簡
素
化
を
容
易
に
す
る
目
的
か
ら
だ
っ
た
。
ま

た
、
副
知
事
及
び
副
出
納
長
の
必
置
制
を
改
め
、
弾
力
的
に
条
例
を
も
っ
て
設

置
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
一
方
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
人
数
を
六
人
か

ら
四
人
に
減
員
し
、
さ
ら
に
監
査
委
員
及
び
各
種
行
政
委
員
会
の
委
員
を
原
則

と
し
て
非
常
勤
に
し
た
。
監
査
委
員
事
務
局
や
各
種
行
政
委
員
会
事
務
局
の
職

員
は
本
庁
職
員
の
兼
職
や
充
て
職
、
ま
た
は
事
務
従
事
と
し
て
、
事
務
局
を
簡

素
化
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
行
政
委
員
会
制
度
は
、
民
主
化
政
策

の
立
案
実
行
や
政
治
的
中
立
性
の
確
保
、
専
門
性
の
保
持
を
目
的
と
し
て
い
た

が
、
簡
素
化
と
能
率
化
の
名
目
で
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

秋
田
県
で
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
の「

地
方
自
治
法」

改
正
後
、
機
構
改

正
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
二
十
八
年
一
月
の
県
議
会
臨
時
会
で
池
田
知
事
が

「

秋
田
県
部
室
設
置
条
例
案」

を
提
出
し
た
。
改
正
法
で
は
必
要
な
局
部
を
条

例
で
設
置
し
た
た
め
、
議
会
で
の
可
決
を
必
要
と
し
た
。
池
田
知
事
は
、
条
例

案
の
趣
旨
説
明
で「

最
小
経
費
を
も
っ
て
最
大
効
果
を
収
め
る
た
め
の
国
・
地

方
を
通
ず
る
行
政
簡
素
化」

に
則
る
こ
と
を
強
調
し
た�

■
�。

条
例
案
の
骨
子
は
、

経
済
部
を
農
政
部
と
商
工
水
産
部
に
分
離
す
る
こ
と
、
そ
し
て
知
事
室
に
企
画

審
議
室
を
統
合
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
前
者
の
改
正
で
は
、
農
業
立
県
を
目
指
し

農
政
の
伸
展
拡
充
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
後
者
の
改
正
に
よ
っ
て
、
知
事
は
行
政

各
分
野
と
国
土
総
合
開
発
に
対
す
る
指
導
力
を
強
化
し
た
と
言
え
る
。
条
例
案

は
可
決
さ
れ
、
一
月
二
十
四
日
に「

秋
田
県
部
室
設
置
条
例」

が
制
定
さ
れ
た�

■
�。

さ
て
、
右
の
条
例
で
は
、
総
務
・
民
生
・
労
働
・
衛
生
・
商
工
水
産
・
農

政
・
農
地
・
林
務
・
土
木
の
九
部
を
設
置
す
る
と
し
た
。
こ
の
内
、
昭
和
二
十

七
年
改
正「
地
方
自
治
法」

の
標
準
局
部
に
該
当
す
る
の
は
、
総
務
・
衛
生
・

(
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
七

土
木
の
三
部
で
あ
る
。
秋
田
県
の
人
口
は
当
時
一
三
〇
万
人
台
で
あ
り
、
本
来

な
ら
ば
標
準
局
部
六
部
の
府
県
に
入
る
。
つ
ま
り
、
秋
田
県
の
場
合
、
池
田
知

事
の
趣
旨
説
明
に
相
反
し
て
組
織
機
構
は
簡
素
化
さ
れ
て
い
な
い
。
経
済
部
を

農
政
部
と
商
工
水
産
部
に
分
離
し
た
他
、
従
前
の
部
を
標
準
局
部
に
合
わ
せ
て

統
廃
合
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

条
例
制
定
の
同
日
、「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

が
大
改
正
さ
れ
た�

■
�。

本
庁

事
務
部
局
を
主
と
し
た
改
正
で
あ
り
、
職
務
分
課
は
図
３
の
形
に
な
っ
た
。
知

事
室
に
企
画
審
議
室
を
統
合
し
、
経
済
部
を
農
政
部
と
商
工
水
産
部
に
分
離
し

た
他
、
課
や
係
レ
ベ
ル
で
も
若
干
の
改
正
が
さ
れ
て
い
る
。
分
掌
内
容
も
改
正

さ
れ
た
。

で
は
、
主
な
改
正
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
知
事
室
開
発
課
の
分
掌
は

旧
企
画
審
議
室
か
ら
国
土
総
合
開
発
と
電
源
開
発
関
係
を
引
き
継
い
で
い
る
。

一
方
、
知
事
室
総
務
課
の
分
掌
は
、
旧
企
画
審
議
室
か
ら
各
分
野
に
関
す
る
重

要
施
策
の
企
画
、
調
査
及
び
総
合
調
整
を
引
き
継
い
だ
。
こ
れ
は
企
画
係
で
担

当
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
同
課
広
報
係
は
、
旧
総
務
部
広
報
課
を
前
身
と

す
る
。
係
へ
の
降
格
だ
が
、
県
政
の
普
及
宣
伝
活
動
を
知
事
の
直
轄
と
し
た
。

総
合
開
発
や
重
要
施
策
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
重
要
視
し
た
た
め
だ
ろ
う
。

同
課
の
分
掌
に
は
、
旧
総
務
部
庶
務
課
か
ら
東
京
事
務
所
関
係
も
引
き
継
が
れ

た
。
総
合
開
発
等
を
進
め
る
た
め
、
中
央
官
庁
と
の
連
絡
調
整
を
知
事
室
で
所

管
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

総
務
部
に
は
、
知
事
室
か
ら
文
書
課
が
移
管
さ
れ
た
。
同
部
内
で
は
人
事
課

の
次
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
人
事
課
の
分
掌
に
は「

人
事
委
員
会
に
関

図３ 昭和28年の県の職務分課（１・24改定）
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
八

す
る
こ
と」

が
見
ら
れ
る
。
秋
田
県
人
事
委
員
会
は
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
に

設
置
さ
れ
た�

■
�。

ま
た
、
総
務
部
の
庶
務
課
が
財
政
課
と
用
度
課
に
分
離
し
た
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。
財
政
課
の
独
立
し
た
背
景
に
は
、
二
十
六
年
度
以
来
の

財
政
悪
化
、
そ
し
て
国
土
総
合
開
発
計
画
の
具
体
化
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

同
課
で
は
、
議
会
、
監
査
委
員
、
公
安
委
員
会
、
教
育
委
員
会
の
財
政
も
担
当

し
て
い
た
。
こ
の
他
、
地
方
課
の
分
掌
に
、
町
村
合
併
促
進
関
係
が
入
っ
て
い

る
。
二
十
七
年
改
正「
地
方
自
治
法」

で
は
、
都
道
府
県
知
事
へ
市
町
村
に
対

す
る
合
併
勧
告
権
を
与
え
て
い
た
。

農
政
部
で
は
、
農
政
課
の
分
掌
内
容
が
旧
経
済
部
農
務
課
の
時
よ
り
も
充
実

し
て
い
る
。
水
田
裏
作
の
指
導
、
主
要
食
糧
販
売
・
加
工
業
者
及
び
米
飯
提
供

業
者
の
業
務
指
導
な
ど
積
極
的
な
農
政
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
昭
和
二

十
六
年
公
布
の「

農
業
委
員
会
法�

■
�」

に
基
づ
き
、
農
業
委
員
会
に
関
す
る
事
項

も
分
掌
し
て
い
た
。

商
工
水
産
部
で
は
、
観
光
課
の
分
掌
内
容
が
充
実
し
た
。
観
光
の
総
合
計
画

や
観
光
産
業
の
指
導
、
国
立
及
び
県
立
公
園
の
宣
伝
、
観
光
団
体
の
育
成
指
導

な
ど
県
内
観
光
の
振
興
に
積
極
的
で
あ
る
。
戦
後
の
復
興
に
伴
い
、
国
内
で
は

観
光
産
業
が
発
展
し
て
い
た
。

農
地
部
で
は
、
開
拓
課
の
分
掌
内
容
が
従
前
よ
り
も
格
段
に
充
実
し
た
。
増

反
や
入
植
の
世
話
、
開
墾
作
業
・
建
設
工
事
の
設
計
監
督
指
導
、
さ
ら
に
開
拓

地
の
成
功
検
査
も
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
外
移
民
に
関
し
て
も
分
掌
し
て

お
り
、
開
拓
農
村
か
ら
南
米
移
民
が
少
な
く
な
か
っ
た
状
況
を
窺
わ
せ
る
。
農

地
課
の
分
掌
で
は
自
作
農
維
持
金
融
関
係
に
注
意
し
た
い
。
農
地
改
革
で
創
出

さ
れ
た
自
作
農
が
経
営
難
で
土
地
を
手
放
す
こ
と
を
防
止
す
る
目
的
で
あ
る
。

林
政
部
で
は
、
施
業
課
の
分
掌
に「

保
安
林
及
び
保
安
林
施
設
地
区
に
関
す

る
こ
と」

が
加
え
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
六
年
公
布
の「

森
林
法�

■
�」

に
よ
り
、
農

林
水
産
大
臣
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
が
保
安
林
を
指
定
し
、
伐
採
や
開
発
を
制

限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

土
木
部
で
は
、
監
理
課
の
旧
都
市
計
画
係
が
計
画
課
に
昇
格
し
た
。
都
市
計

画
の
他
、
国
立
及
び
県
立
公
園
の
計
画
、
さ
ら
に
上
下
水
道
や
工
業
用
水
な
ど

も
扱
っ
て
い
る
。

衛
生
部
で
は
、
公
衆
衛
生
課
に
旧
予
防
課
の
分
掌
が
吸
収
さ
れ
た
。
予
防
衛

生
を
推
進
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
衆
衛
生
福
祉
局
が
占
領
終
了
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
影

響
だ
ろ
う
か
。
旧
予
防
課
の
分
掌
は
、
公
衆
衛
生
課
の
防
疫
・
予
防
・
結
核
予

防
の
三
係
で
担
当
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
図
３
以
後
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
新
年

度
に
入
り
、
四
月
一
日
に
総
務
部
税
務
課
に
お
い
て
直
税
・
関
税
・
徴
収
の
三

係
が
廃
止
さ
れ
た�

■
�。

三
月
三
十
一
日
に「

秋
田
県
県
税
事
務
所
設
置
条
例」

が

制
定
さ
れ�

■
�、

県
税
の
徴
収
賦
課
を
地
方
事
務
所
長
と
県
税
事
務
所
長
に
委
任
し

た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
同
課
に
調
査
係
が
新
設
さ
れ
た
。
他
都
道
府
県
や
課

税
地
の
関
連
す
る
事
業
税
及
び
特
別
所
得
税
の
賦
課
徴
収
が
新
た
に
分
掌
に
加

え
ら
れ
た
た
め
、
調
査
係
を
必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七
月
一
日
に
は
、「

秋
田
県
行
政
組
織
規
程」

の
大
改
正
が
再
び
行
わ
れ
た�

■
�。

こ
の
改
正
で
、
本
庁
事
務
部
局
の
附
属
機
関
は
全
て
地
方
機
関
に
一
本
化
さ
れ

た
。
地
方
機
関
の
数
は
、
地
方
事
務
所
以
下
四
八
機
関
に
な
っ
た
。
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昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

四
九

の
で
あ
る
。
内
務
省
に
代
わ
る
地
方
行
政
統
括
機
関
の
再
整
備
、
つ
ま
り
地
方

行
政
の
再
中
央
集
権
化
だ
っ
た
。
一
方
、
九
月
一
日
、「

町
村
合
併
促
進
法」

が
公
布
さ
れ�

■
�、

秋
田
県
内
で
も
町
村
合
併
が
本
格
的
に
進
み
始
め
た
。
県
庁
で

は
、
前
述
の
と
お
り
総
務
部
地
方
課
が
町
村
合
併
の
促
進
を
分
掌
し
て
い
る
。

同
月
二
十
一
日
、
民
生
部
婦
人
児
童
課
で
児
童
福
祉
係
が
福
祉
係
に
改
称
さ

れ
た
。
ま
た
、
林
政
部
施
業
課
の
林
道
係
が
同
部
林
産
課
に
移
管
さ
れ
た
。
衛

生
部
薬
務
課
で
は
、
資
材
係
が
需
給
係
に
改
称
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
民
生
部

社
会
課
の
分
掌
に
は
、「

元
軍
人
の
恩
給
に
関
す
る
こ
と」「

戦
争
犯
罪
人
の
援

護
に
関
す
る
こ
と」

が
加
え
ら
れ
た
。
八
月
の「

恩
給
法」

改
正�

■
�に

よ
っ
て
軍

人
恩
給
が
復
活
し
、
前
年
五
月
に
は
法
務
総
裁
か
ら
戦
犯
の
国
内
法
上
の
解
釈

変
更
が
通
達
さ
れ
戦
犯
も
遺
族
年
金
や
恩
給
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
農
地
部

開
拓
課
の
分
掌
に
は
、「

開
拓
農
業
組
合
に
関
す
る
こ
と」

が
加
え
ら
れ
た�

■
�。

開
拓
農
業
組
合
は
畜
産
に
特
化
し
た
専
門
農
協
で
あ
り
、
七
月
に
公
布
さ
れ
た

「

開
拓
融
資
保
証
法�

■
�」

で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
十
一
月
三
十
日
、
労
働
部
で
失
業
保
険
徴
収
課
が
失
業
保
険
課
に
改

称
さ
れ
た
。
保
険
料
徴
収
の
み
で
な
く
、
失
業
認
定
や
保
険
料
給
付
も
分
掌
す

る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
従
前
の
適
用
係
が
適
用
給
付

係
に
改
称
さ
れ
た�

■
�。

翌
十
二
月
一
日
に
は
、
知
事
室
開
発
課
に
発
電
係
が
新
設

さ
れ�

■
�、

同
課
の
分
掌
に「

鎧
畑
発
電
所
建
設
事
務
所
に
関
す
る
こ
と」

を
追
加

し
た
。
同
日
、
仙
北
郡
田
沢
村
に
鎧
畑
発
電
所
建
設
事
務
所
が
設
置
さ
れ
建
設

に
着
工
し
た
。
鎧
畑
発
電
所
は
、
県
営
第
一
号
と
し
て
昭
和
三
十
一
年
十
一
月

か
ら
発
電
を
開
始
し
て
い
る�

■
�。

そ
し
て
十
二
月
二
十
四
日
、
民
生
部
世
話
課
で

同
月
二
十
一
日
、
出
納
室
の
分
掌
に「

財
政
資
金
の
調
達
に
関
す
る
こ
と」

が
加
え
ら
れ
た�

■
�。

財
政
難
の
な
か
総
合
開
発
計
画
を
実
行
す
る
た
め
、
資
金
調

達
が
喫
緊
の
課
題
に
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
十
二
月
に

総
工
費
一
五
億
円
を
超
え
る
鎧
畑
発
電
所
建
設
の
着
工
を
控
え
て
い
た
。

一
方
、
七
月
二
十
五
日
に「

秋
田
県
文
書
取
扱
規
程」

が
制
定
さ
れ
た�

■
�。

こ

れ
以
前
の
文
書
管
理
は
、「

秋
田
県
庁
中
処
務
細
則」

第
五
章
公
文
例
と
第
六

章
文
書
編
纂
に
準
拠
し
て
い
た
。
同
日
、
右
規
程
の
施
行
に
つ
い
て
、
総
務
部

長
が
各
部（

室）

課
長
あ
て
に
通
達
を
出
し
た�

■
�。

そ
の
中
で
は
、
新
た
な
規
程

の
目
的
を「

文
書
事
務
を
正
確
且
つ
迅
速
に
運
営
し
、
も
っ
て
行
政
の
簡
素
化

を
図
る
こ
と」

と
記
し
て
い
る
。
文
書
管
理
で
も
簡
素
化
・
能
率
化
が
優
先
さ

れ
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
、
文
書
課
で
行
わ
れ
て
い
た
簿
冊
編
綴
が
、
公
文
書

を
作
成
し
た
原
課
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
文
書
課
は
、
各
課
か
ら
引
き

渡
さ
れ
た
簿
冊
を
保
存
管
理
す
る
だ
け
の
役
割
に
後
退
し
た
。
簿
冊
編
綴
に
つ

い
て
は
、
明
治
期
以
来
続
い
た
集
中
管
理
が
規
程
上
で
廃
止
さ
れ
、
各
課
に
分

散
し
た
こ
と
に
な
る
。
文
書
課
の
業
務
は
そ
の
分
簡
素
化
さ
れ
た
が
、
各
課
に

よ
っ
て
簿
冊
編
綴
の
統
一
性
を
欠
く
危
険
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
同
月
二
十
七
日
、
土
木
部
道
路
課
で
道
路
係
が
廃
止
さ
れ
、
維
持
係

と
改
良
係
が
新
設
さ
れ
た
。す
な
わ
ち
道
路
維
持
と
道
路
改
良
で
係
を
分
け
た
。

砂
防
課
で
も
利
水
砂
防
係
が
廃
止
さ
れ
、
利
水
係
と
砂
防
係
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

そ
し
て
、
同
日
、
朝
鮮
戦
争
休
戦
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
ま
た
八
月
一
日
に

は
、
自
治
庁
が
地
方
自
治
を
包
括
的
に
所
管
す
る
官
庁
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。

全
国
選
挙
管
理
委
員
会
、
地
方
財
政
委
員
会
及
び
地
方
自
治
庁
を
統
合
し
た
も
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(
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業
務
係
が
廃
止
さ
れ
、
扶
助
係
と
恩
給
係
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

昭
和
二
十
九
年
三
月
十
三
日
、
総
務
部
文
書
課
に
浄
書
係
が
新
設
さ
れ�

■
�、

公

文
書
の
浄
書
及
び
謄
写
を
分
掌
し
た
。
翌
四
月
一
日
に
は
、
商
工
水
産
部
で
計

量
係
が
廃
止
さ
れ
た�

■
�。

計
量
係
は
、
地
方
機
関
の
計
量
検
定
所
と
し
て
独
立
し

た
。
二
十
六
年
公
布
の「

計
量
法」

は
、
メ
ー
ト
ル
法
の
実
施
期
限
を
一
般
取

引
に
つ
い
て
は
三
十
三
年
末
、
土
地
建
物
に
つ
い
て
四
十
一
年
末
と
定
め
て
い

た�
■
�。

計
量
検
定
所
の
独
立
は
、
尺
貫
法
か
ら
メ
ー
ト
ル
法
へ
の
移
行
に
備
え
た

措
置
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
五
月
二
十
九
日
、
総
務
部
財
政
課
に
財
政
調
査

係
が
新
設
さ
れ
た�

■
�。

前
年
度
の
実
質
財
源
不
足
額
は
三
〇
〇
億
円
に
達
し
て
い

た�
■
�。そ

し
て
、
六
月
八
日
、「

警
察
法」

が
改
正
さ
れ
、
市
町
村
の
自
治
体
警
察

を
廃
止
し
、
警
察
庁
指
揮
下
の
都
道
府
県
警
察
に
一
本
化
し
た�

■
�。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
占

領
期
に
行
っ
た
警
察
制
度
の
地
方
分
権
化
を
、
再
び
中
央
集
権
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
新
た
な「

警
察
法」

に
基
づ
く
都
道
府
県
警
察
は
都
道
府
県
公
安
委
員

会
に
よ
り
運
営
管
理
さ
れ
る
が
、
本
部
長
等
は
国
で
任
命
す
る
地
方
警
務
官
で

あ
る
。
実
質
的
に
は
国
家
警
察
の
色
彩
が
濃
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
七
月

一
日
に
秋
田
県
警
察
本
部
が
発
足
し
て
い
る
。
ま
た
六
月
九
日
に
は
、「
防
衛

庁
設
置
法」

及
び「

自
衛
隊
法」

の
い
わ
ゆ
る
防
衛
二
法
が
公
布
・
施
行
さ
れ

た�
■
�。

同
日
、
防
衛
庁
と
陸
海
空
の
自
衛
隊
が
発
足
し
た
。

同
月
十
四
日
、
衛
生
部
薬
務
課
の
分
掌
に
麻
薬
・
大
麻
の
取
締
り
関
係
が
追

加
さ
れ
た�

■
�。

前
年
三
月
に「

麻
薬
取
締
法」

が
改
正
さ
れ
、
取
締
り
業
務
の
一

部
を
国
か
ら
都
道
府
県
に
移
管
し
て
い
た�

■
�。

都
道
府
県
に
は
麻
薬
取
締
官
が
地

方
公
務
員
と
し
て
配
置
さ
れ
た
。
敗
戦
後
、
軍
用
備
蓄
の
麻
薬
が
民
間
に
放
出

さ
れ
、
中
毒
患
者
の
増
加
が
社
会
問
題
化
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
十
一
月

十
六
日
に
は
、
総
務
部
用
度
課
に
車
庫
長
と
副
車
庫
長
が
置
か
れ
た�

■
�。

車
庫
長

は
、
公
用
車
両
の
安
全
、
配
車
等
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
し
た
。

結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、「

地
方
自
治
法」

施
行
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
な
っ
た

秋
田
県
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
年
代
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
。
部
課

係
の
設
置
や
職
務
規
程
の
内
容
に
は
、
国
家
や
社
会
の
状
況
、
組
織
変
遷
上
の

必
然
性
や
要
請
が
有
機
的
に
関
わ
る
。
秋
田
県
の
職
務
分
課
に
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

る
占
領
下
の
諸
改
革
、
独
立
回
復
後
の
修
正
な
ど
政
治
状
況
の
変
化
が
大
き
く

影
響
し
て
い
た
。
ま
た
、
国
策
と
し
て
の
戦
後
開
拓
や
国
土
総
合
開
発
は
、
県

の
機
構
改
編
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
が
、
昭
和
二
十
年
代
に
現
代
の
地
方
行
政
の
原
型
が
形
成

さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
本
庁
事
務
部
局
内
部
機
関
に
つ
い
て
職
務
分
課
の

変
遷
を
整
理
し
た
。
昭
和
二
十
年
代
の
全
体
像
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
庁

事
務
部
局
附
属
機
関
及
び
地
方
機
関
、
そ
し
て
各
種
行
政
委
員
会
事
務
局
及
び

議
会
事
務
局
に
つ
い
て
も
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。

（

古
文
書
班
 
し
ば
た
 
と
も
あ
き）

昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

五
〇
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註(
１)

『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要』

創
刊
号
、
第
九
号
、
第
十
号（

一
九
九
五
年
、

二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
四
年）

(

２)

拙
稿「
昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て」

(

３)

昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
七
号
、
七
月
十
五
日
法
律
第
一
七
〇
号
、

十
二
月
十
七
日
法
律
第
一
九
六
号

(

４)

大
島
美
津
子「
地
方
自
治
法」（『

国
史
大
辞
典』

第
九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
八
年
、
四
四
三
頁）

(

５)

秋
田
県
公
文
書
館
に
は
、
知
事
部
局
以
外
に
、
教
育
庁
、
監
査
委
員
事
務
局
、

人
事
委
員
会
事
務
局
、
労
働
委
員
会
事
務
局
、
収
用
委
員
会
事
務
局
か
ら
公
文

書
が
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。

(

６)
「

秋
田
県
行
政
機
構
総
合
一
覧」（
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
、
一
九
七
二
年）

、

『

秋
田
県
議
会
史』

第
一
巻（

秋
田
県
議
会
、
一
九
七
九
年）

(

７)

昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
七
号

(

８)

坂
田
期
雄『

地
方
自
治
制
度
の
沿
革』（

現
代
地
方
自
治
全
集
１
、
ぎ
ょ
う
せ

い
、
一
九
七
七
年）

一
三
～
三
五
頁
 

(

９)

秋
田
県
の
公
選
初
代
知
事
で
あ
る
蓮
池
公
咲
は
、「

府
県
制」
に
基
づ
き
公
選

さ
れ
、「

地
方
自
治
法」

施
行
以
前
は
官
吏
身
分
だ
っ
た
。

(

10)

坂
田
、
前
掲
書
 
五
七
～
五
八
頁

(

11)

都
は
、
総
務
・
会
計
の
二
部
と
民
生
・
教
育
・
経
済
・
建
設
・
交
通
・
水
道
・

衛
生
・
労
働
の
八
局
を
法
定
。

(

12)
『

戦
後
開
拓
の
あ
ゆ
み』（

秋
田
県
農
政
部
編
、
秋
田
県
、
一
九
七
三
年）
二

～
一
〇
頁
 
戦
後
開
拓
は
、
敗
戦
後
の
食
糧
事
情
悪
化
、
復
員
や
引
揚
げ
等
に

伴
う
失
業
者
急
増
へ
の
対
策
と
し
て
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
閣
議
決
定
の「

緊

急
開
拓
事
業
実
施
要
領」

に
よ
り
全
国
で
進
め
ら
れ
た
。
翌
二
十
一
年
十
月
の

「

自
作
農
創
設
特
別
措
置
法」

で
農
地
改
革
の
一
環
と
し
て
規
定
さ
れ
、
当
初

の
失
業
者
対
策
か
ら
、
農
業
上
の
土
地
利
用
増
進
と
人
口
収
容
力
の
安
定
的
増

大
を
図
る
国
策
に
移
行
し
た
。「

開
拓
事
業
実
施
要
領」

が
同
月
制
定
さ
れ
、

翌
十
一
月
に
は
都
道
府
県
に
農
地
部
を
設
置
さ
せ
て
農
地
改
革
及
び
戦
後
開
拓

の
推
進
に
当
た
ら
せ
た
。
秋
田
県
で
も
農
地
部
開
拓
課
は
、
海
外
引
揚
者
や
旧

満
州
国
で
の
開
拓
行
政
経
験
者
を
多
く
採
用
し
、
二
十
三
年
頃
に
は
庁
内
随
一

の
大
き
な
課
に
な
っ
て
い
た
。

(

13)

秋
田
銀
行
大
町
支
店（

現
・
秋
田
市
立
赤
れ
ん
が
郷
土
館）

を
接
収
し
た
。

(

14)

訓
令
甲
第
一
一
号（

昭
和
二
十
一
年
二
月
九
日「

秋
田
県
報」

号
外）
(

15)

訓
令
甲
第
五
二
号（

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
一
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

16)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日
法
律
第
一
六
九
号

(

17)

坂
田
、
前
掲
書
 
七
四
頁

(

18)

道
に
お
い
て
は
、
任
意
設
置
に
さ
ら
に
開
拓
部
を
加
え
た
。
な
お
、
都
に
お
い

て
は
、
従
前
の
会
計
部
を
財
務
部
に
改
め
た
。

(

19)

坂
田
、
前
掲
書
 
一
三
〇
～
一
三
三
頁

(

20)

昭
和
二
十
二
年
九
月
五
日
法
律
第
一
〇
一
号
、
戦
前
か
ら
の「

保
健
所
法」

は
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
衆
衛
生
福
祉
局
の
指
導
で
全
面
改
正
さ
れ
、
衛
生
行
政
を
警
察
か
ら

厚
生
省
に
移
し
、
保
健
所
を
全
国
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
せ
市
民
の
健
康
管
理

の
徹
底
を
図
ら
せ
た
。（

竹
前
栄
治『

Ｇ
Ｈ
Ｑ』

、
岩
波
新
書
、
一
九
八
三
年
、

一
三
一
頁）

(

21)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
法
律
第
二
三
三
号
、

(

22)

訓
令
甲
第
一
号（

昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

23)

国
家
地
方
警
察
の
職
員
は
国
か
ら
任
命
さ
れ
た
が
、
地
方
事
務
官
と
し
て
都
道

府
県
知
事
の
指
揮
監
督
下
に
置
か
れ
た
。

(

24)

条
例
第
一
号（

昭
和
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

25)

訓
令
甲
第
四
号（

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日「

秋
田
県
報」

第
二
五
〇
七
号）

(

26)
『

地
方
制
度
の
改
正
と
秋
田
県
の
歩
み
│
昭
和
20
年
度
～
29
年
度（

付
昭
和
30

年
度）

│』（

秋
田
県
総
務
部
行
政
管
理
課
、
一
九
七
八
年）

六
〇
頁

(
27)
訓
令
甲
第
五
号（

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日「

秋
田
県
報」

第
二
五
〇
七
号）

(

28)
訓
令
甲
第
一
〇
号（

昭
和
二
十
三
年
四
月
二
〇
日「

秋
田
県
報」

第
二
五
〇
九

号）
(

29)

昭
和
二
十
二
年
一
月
十
九
日
法
律
第
一
三
二
号

昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

五
一



(
30)

清
水
洋
二「

農
業
協
同
組
合」（『

国
史
大
辞
典』

第
一
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
〇
年
、
三
五
四
～
三
五
五
頁）

(
31)
訓
令
甲
第
一
四
号（

昭
和
二
十
三
年
五
月
五
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

32)
『

秋
田
県
戦
後
行
政
年
表
資
料（

昭
和
二
〇
～
三
〇）』（

秋
田
県
、
一
九
七
六

年）
一
一
九
頁

(

33)

訓
令
甲
第
二
九
号（

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

34)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
日
法
律
第
一
四
六
号

(

35)

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
法
律
第
一
四
一
号

(

36)

昭
和
二
十
三
年
七
月
十
三
日
法
律
第
一
五
八
号

(

37)

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
地
方
競
馬
を
主
催
し
て
い
た
馬
匹
組
合
連
合
会
及
び
中
央
馬
事
会
を

解
散
し
、「

競
馬
法」

に
よ
り
都
道
府
県
主
催
の
公
営
競
馬
に
転
換
さ
せ
た
。

秋
田
県
営
競
馬
は
、
八
橋
競
馬
場（
秋
田
市）

と
大
館
競
馬
場（

北
秋
田
郡
上

川
沿
村）

の
二
か
所
で
昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
八
年
ま
で
開
催
さ
れ
た
。

(

38)

条
例
第
五
八
号（

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

39)

田
口
勝
一
郎『

秋
田
県
の
百
年』（

県
民
百
年
史
５
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八

三
年）

二
八
三
頁

(

40)

訓
令
甲
第
三
十
一
号（

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日「
秋
田
県
報」

号
外）

(

41)

訓
令
甲
第
一
号（

昭
和
二
十
四
年
二
月
一
日「

秋
田
県
報」
号
外）

(

42)

昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
一
一
〇
号

(

43)
『

地
方
自
治
総
合
年
表』（

現
代
地
方
自
治
全
集
25
、
現
代
地
方
自
治
全
集
編

集
委
員
会
編
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
九
年）

七
六
頁

(

44)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
法
律
第
二
三
三
号「

食
品
衛
生
法」

、
第
二

三
四
号「

理
容
師
法」

、
二
十
三
年
七
月
十
日
法
律
第
一
二
五
号「

温
泉
法」
、

同
十
二
日
法
律
第
一
三
七
号「

興
行
場
法」

、
第
一
三
八
号「

旅
館
業
法」

、
第

一
三
九
号「

公
衆
浴
場
法」

な
ど

(

45)

昭
和
二
十
三
年
七
月
三
十
日
法
律
第
二
〇
一
号「

医
師
法」

、
第
二
〇
二
号

「

歯
科
医
師
法」

、
第
二
〇
三
号「

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法」

、
第
二
〇
五
号

「

医
療
法」

な
ど

(

46)
『

秋
田
県
鉱
山
誌』（

秋
田
県
地
下
資
源
開
発
促
進
委
員
会
編
、
秋
田
県
鉱
山

会
館
、
二
〇
〇
五
年）

六
八
一
～
六
八
二
頁

(

47)

訓
令
甲
第
五
号（

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

48)

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
八
日
法
律
第
一
一
八
号「

災
害
救
助
法」

、
十
二
月
十

二
日
法
律
第
一
六
四
号「

児
童
福
祉
法」

、
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
法
律
第

一
九
八
号「

民
生
委
員
法」

、
同
三
十
日
法
律
第
二
〇
〇
号「

消
費
生
活
協
同

組
合
法」
(

49)

訓
令
甲
第
六
号（

昭
和
二
十
四
年
五
月
一
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

50)

訓
令
甲
第
一
一
号（

昭
和
二
十
四
年
九
月
一
日「

秋
田
県
報」

第
二
六
四
九
号）

(

51)

昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
一
〇
〇
号

(

52)

訓
令
甲
第
一
二
号（

同
 ）

(

53)

訓
令
甲
第
一
三
号（

昭
和
二
十
四
年
十
月
二
十
一
日「

秋
田
県
報」

第
二
六
五

四
号）

(

54)

昭
和
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
政
令
第
三
五
八
号

(

55)

昭
和
二
十
一
年
十
月
一
日
法
律
第
三
二
号

(

56)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
法
律
第
一
九
一
号

(

57)

規
則
第
四
六
号「

商
工
資
材
事
務
所
及
び
陸
運
事
務
所
設
置
規
則」（

昭
和
二

十
四
年
十
一
月
一
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

58)

訓
令
甲
第
一
六
号（

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
日「

秋
田
県
報」

号
外）

(

59)

規
則
第
一
〇
号（

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
五
日「

秋
田
県
報」

第
二
七
三
二
号）

(

60)

訓
令
甲
第
七
号（

昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二

号）
(

61)
『

地
方
制
度
の
改
正
と
秋
田
県
の
歩
み
│
昭
和
20
年
度
～
29
年
度（

付
昭
和
30

年
度）

│』

七
三
頁

(

62)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
法
律
第
二
二
六
号

(
63)

条
例
第
五
号「

秋
田
県
消
防
講
習
所
条
例」（

昭
和
二
十
四
年
四
月
五
日「

秋

田
県
報」

第
二
六
〇
五
号）

(

64)
訓
令
甲
第
八
号（

昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二

号）
(

65)

昭
和
二
十
五
年
八
月
十
日
政
令
第
二
六
〇
号

昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

五
二



(
66)

坂
田
、
前
掲
書
 
三
一
五
頁

(
67)

昭
和
二
十
五
年
九
月
一
日
条
例
第
三
一
号（「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(
68)
規
則
第
三
号（

昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(

69)
昭
和
二
十
七
年「

日
米
文
化
会
館
設
置
関
係
綴」（

九
三
〇
一
〇
三
│
三
〇
五

二
八）

(

70)

竹
前
、
前
掲
書
 
一
二
三
頁

(

71)

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日
法
律
第
二
七
九
号

(

72)

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
日
法
律
第
一
八
二
号

(

73)

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日
法
律
第
二
六
七
号

(

74)
『

地
方
自
治
総
合
年
表』
一
一
五
頁

(

75)

昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
二
〇
一
号
、
第
二
〇
二
号
、
二
十
一
年

八
月
二
十
七
日
法
律
第
一
三
号

(

76)
『

戦
後
開
拓
の
あ
ゆ
み』

一
三
～
一
四
頁

(

77)

昭
和
二
十
四
年
六
月
六
日
法
律
第
一
九
五
号

(

78)

規
則
第
一
〇
号（

昭
和
二
十
六
年
四
月
七
日「
秋
田
県
公
報」

第
二
八
八
三
号）

(

79)

規
則
第
三
〇
号（

昭
和
二
十
六
年
六
月
十
四
日「
秋
田
県
公
報」

号
外）

(

80)

規
則
第
三
八
号（

昭
和
二
十
六
年
八
月
三
十
一
日「
秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

81)

昭
和
二
十
六
年
六
月
三
十
日
政
令
第
二
五
六
号

(

82)

規
則
第
四
〇
号（

昭
和
二
十
六
年
九
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

第
二
九
四
六
号）

(

83)

規
則
第
五
八
号（

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
六
日「

秋
田
県
公
報」

第
二
九
七
三

号）
(

84)

昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
六
日
法
律
第
二
〇
五
号

(

85)

榎
本
正
敏「

国
土
総
合
開
発
計
画」（『

国
史
大
辞
典』

第
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
五
年）

六
七
四
～
六
七
五
頁
 
国
土
総
合
開
発
計
画
は
、
全
国
総
合
開

発
計
画
、
都
道
府
県
総
合
開
発
計
画
、
地
方
総
合
開
発
計
画
、
特
定
地
域
総
合

開
発
の
四
種
か
ら
成
る
。
主
な
内
容
は
、
治
山
治
水
、
地
下
資
源
及
び
農
林
資

源
の
開
発
、
電
源
開
発
、
工
業
立
地
条
件
の
整
備
な
ど
で
、
こ
れ
ら
を
有
機
的

連
絡
の
も
と
総
合
的
に
実
施
す
る
趣
旨
だ
っ
た
。
当
初
は
電
源
開
発
を
中
心
に

進
め
ら
れ
た
。

(

86)

規
則
第
五
九
号（

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

87)

規
則
第
六
四
号（

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

第
二
九
八
五

号）
(

88)

規
則
第
一
四
号（

昭
和
二
十
七
年
四
月
七
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二
号）
(

89)

規
則
第
一
五
号（

昭
和
二
十
七
年
四
月
十
二
日「

秋
田
県
公
報」

第
三
〇
三
九

号）
(

90)

規
則
第
一
六
号（

昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
号）

(

91)

規
則
第
一
七
号（

同
 ）

(

92)

笠
原
英
彦
編『

日
本
行
政
史』（

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年）

一

一
三
頁

(

93)

昭
和
二
十
七
年
四
月
三
十
日
法
律
第
一
二
七
号

(

94)

規
則
第
二
六
号（

昭
和
二
十
七
年
六
月
十
四
日「

秋
田
県
公
報」

第
三
〇
六
六

号）
(

95)

規
則
第
二
九
号（

昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
四
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二

号）
(

96)

規
則
第
三
六
号（

昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二

号）
(

97)

昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
法
律
第
二
六
五
号

(

98)

規
則
第
四
〇
号（

昭
和
二
十
七
年
八
月
六
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(

99)

警
察
予
備
隊
の
隊
員
数
七
万
五
千
人
に
対
し
、
保
安
隊
の
隊
員
数
は
一
一
万
人

で
あ
り
、
三
万
五
千
人
の
隊
員
補
充
を
緊
急
に
要
し
て
い
た
。

(

100)

昭
和
二
十
七
年
八
月
十
五
日
法
律
第
三
〇
六
号

(
101)

規
則
第
五
三
号（

昭
和
二
十
七
年
十
月
二
日「

秋
田
県
公
報」

第
三
一
一
三
号）

(
102)
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
建
設
省
令
第
一
号

(

103)
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
法
律
第
一
八
五
号

(

104)
規
則
第
六
七
号（

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第

一
号）

昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

五
三



(
105)

坂
田
、
前
掲
書
 
二
三
九
、
二
四
二
頁

(
106)

『

秋
田
県
議
会
史』

第
一
巻
 
五
八
九
頁

(
107)
条
例
第
一
号（

昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
四
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(

108)
規
則
第
四
号（

昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
四
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二
号）

(

109)

条
例
第
二
九
号「

秋
田
県
人
事
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
条
例」（

昭
和
二
十

六
年
六
月
十
二
日「

秋
田
県
公
報」

第
二
九
一
一
号）

(

110)

昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
八
八
号

(

111)

昭
和
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日
法
律
第
二
四
九
号

(

112)

規
則
第
十
九
号（
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
二
号）

(

113)

条
例
第
一
〇
号（

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

114)

規
則
第
四
五
号（

昭
和
二
十
八
年
七
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(

115)

規
則
第
四
八
号（

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

116)

訓
令
甲
第
一
六
号（

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第

一
号）

(

117)

秋
発
文
第
二
六
号「

文
書
取
扱
規
程
の
施
行
に
つ
い
て」（
昭
和
二
十
八
年
七

月
二
十
五
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(

118)

規
則
第
五
〇
号（

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日「

秋
田
県
公
報」
号
外
第
一

号）
(

119)

昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
法
律
第
二
五
八
号

(

120)

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
法
律
第
一
五
五
号

(

121)

規
則
第
五
三
号（

昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

122)

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
日
法
律
第
九
一
号

(

123)

規
則
第
七
一
号（

昭
和
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

124)

規
則
第
七
三
号（

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
三
号）
(

125)
『

秋
田
県
土
木
史』

第
三
巻（

秋
田
県
土
木
部
監
修
、
社
団
法
人
秋
田
県
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年）

七
六
九
頁

(

126)

規
則
第
七
六
号（

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
四
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第

二
号）

(

127)

規
則
第
七
号（

昭
和
二
十
九
年
三
月
十
三
日「

秋
田
県
公
報」

第
三
三
二
八
号）

(

128)

規
則
第
一
二
号（「

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）
(

129)

昭
和
二
十
六
年
六
月
七
日
法
律
第
二
〇
七
号

(

130)

規
則
第
三
九
号（

昭
和
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一

号）
(

131)
『

地
方
制
度
の
改
正
と
秋
田
県
の
歩
み
│
昭
和
20
年
度
～
29
年
度（

付
昭
和
30

年
度）

│』

一
七
一
頁

(

132)

昭
和
二
十
九
年
六
月
八
日
法
律
第
一
六
二
号

(

133)

昭
和
二
十
九
年
六
月
九
日
法
律
第
一
六
四
号
、
第
一
六
五
号

(

134)

規
則
第
四
一
号（

昭
和
二
十
九
年
六
月
十
四
日「

秋
田
県
公
報」

号
外
第
一
号）

(

135)

昭
和
二
十
八
年
三
月
一
七
日
法
律
第
十
四
号

(

136)

規
則
第
八
八
号（

昭
和
二
十
九
年
十
一
月
十
六
日「

秋
田
県
公
報」

第
三
四
三

九
号）

昭
和
二
十
年
代
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て

五
四



秋
田
県
公
文
書
館
は
約
二
六
〇
〇
点
の
絵
図
を
所
蔵
し
て
い
る

�
�
�

。
絵
図
は
魅

力
的
な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、多
く
の
方
々
に
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
所
蔵
資
料
の
自
然
的
劣
化
や
原
本
利
用
に
よ
る
人
為
的
劣
化
に

対
応
す
る
た
め
に
、
当
館
で
は
絵
図
の
複
製
化
や
デ
ー
タ
化
・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
化
を
進
め
て
き
た
。
さ
ら
に
今
後
は
、
災
害
へ
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら

資
料
管
理
の
あ
り
方
が
重
視
さ
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
平
成
五
年
度
の
開
館
以
来
取
り
組
ん
で
き
た
絵
図
の
複
製
化
と
平

成
二
十
三
年
度
に
実
施
し
た「

絵
図
撮
影
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
事
業」

に
つ

い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
品
を
活
用
し
た
普
及
活
動
が
利
用
者
層

の
拡
大
や
利
用
者
数
の
増
加
に
結
び
つ
い
た
実
態
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

一
 
複
製
絵
図
に
つ
い
て

平
成
五
年
度
か
ら
行
っ
て
い
る
絵
図
複
製
化
の
必
要
性
を
述
べ
た
資
料
を
要

約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

県
庁
移
管
の
絵
図
に
つ
い
て
、
最
近
の
複
写
方
法
で
あ
る
チ
バ
ク
ロ
ー

ム
方
式
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
で
縮
小
絵
図
を
作
製
し
た
。
極
め

て
鮮
明
な
画
像
が
得
ら
れ
、
縮
小
化
し
た
結
果
、
利
用
者
も
手
軽
に
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

絵
図
の
持
つ
歴
史
情
報
は
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
村

の
成
り
立
ち
、
開
発
の
進
行
、
道
路
の
発
達
、
山
野
の
変
容
等
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歴
史
資
料
と
し
て
も
っ
と
注
目
さ
れ
て

い
い
も
の
と
思
う
。

今
年
度
は
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
絵
図
を
中
心
に
複
製
化
し
た

が
、
来
年
度
以
降
は
各
地
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
絵
図
に
つ
い
て
も

複
製
化
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（

平
成
五
年
十
一
月
会
議
資
料「

古
文
書
課
の
現
状
と
課
題」

よ
り）

絵
図
の
価
値
は
、一
般
に
は
美
術
品
的
な
面
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、

絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

太
 
田
 
 
 
研

絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

五
五



絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

五
六

そ
れ
の
み
で
な
く
作
製
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
情
報
を
伝
え
る
資
料
と

し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
は
絵
図
の
研
究
な
く
し
て
確
か
な
歴
史

認
識
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
般
的
に
絵
図
は
大
型
で
あ
る
こ
と
や
、
折
り
畳
ん
だ
り
広

げ
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
傷
み
、
絵
の
具
の
落
剥
等
の
心
配
が
あ
っ

て
、
頻
繁
な
利
用
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昨
年
は
秋
田
県
及
び
秋
田
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
絵
図
に
つ

い
て
写
真
複
製
を
行
っ
た
が
、
指
定
さ
れ
て
い
な
い
物
で
も
価
値
の
あ
る

絵
図
が
あ
り
、
で
き
る
だ
け
複
製
物
を
つ
く
っ
て
閲
覧
利
用
に
供
し
た
い

し
、
積
極
的
な
利
用
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（

平
成
六
年
度
会
議
資
料「

古
絵
図
の
複
製
に
つ
い
て」

よ
り）

平
成
五
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
で
複
製

絵
図
を
作
製
し
た
あ
と
、
そ
の
複
製
絵
図
を
撮
影
し
４
×
５
イ
ン
チ
ポ
ジ
フ
ィ

ル
ム
に
保
存
し
て
い
た
。
ま
た
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
は
原
本
そ
の
も
の
を
撮

影
し
、
４
×
５
イ
ン
チ
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
電
子
デ
ー
タ
化
し
た
あ
と
デ
ジ
タ

ル
プ
リ
ン
ト
出
力
す
る
方
法
で
複
製
絵
図
を
作
製
し
た
。
出
力
が
分
割
に
な
っ

た
場
合
は
一
枚
物
に
な
る
よ
う
に
つ
な
ぐ
こ
と
に
し
た
。
複
製
絵
図
の
表
面
に

は
Ｕ
Ｖ
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
、裏
面
に
は
ク
ロ
ス
貼
り
を
施
し
強
化
を
は
か
り
、

壁
掛
け
が
で
き
る
よ
う
に
ア
ル
ミ
製
プ
リ
ン
ト
ハ
ン
ガ
ー
を
備
え
付
け
た
。
電

子
デ
ー
タ
は
Ｃ
Ｄ―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
書
き
込
み
保
存
し
た
。

こ
う
し
て
、
当
館
に
は
平
成
十
九
年
度
ま
で
に
二
〇
五
点
の
複
製
絵
図
が
作

表１ 複製絵図・展示複製絵図点数

年度
（平成）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
計

11
10
10
12
7
10
3
70
4
10
10
17
12
9
10
205

内県指定文化財８、市指定文化財１
ほかに絵図袋の複製１点
ほかに裏書複製３点
ほかに裏書複製３点
ほかに裏書複製３点
ほかに裏書複製４点
内県指定文化財３
内県指定文化財69（日本六十余州国々切絵図）
内県指定文化財１

内海岸絵図は４分割で複製化

秋田藩の修史事業

享保年間の秋田藩

近世秋田の国境

秋田藩の家臣団

佐竹氏入部四百年記念絵図資料展

久保田城下町の建設と変遷
日本六十余州国々切絵図の世界（ミニ展示）
秋田藩の海防警備

3

8

5

5

11

11
69
7

（平成20年度以降は撮影のみ行い複製絵図は作製していない。）

※ 平成20年度以降の点数は撮影点数
※ 展示会は古文書班（課）担当の展示会のみ掲載

20
21
22
23
24

2
9
5

807
3

内出羽七郡絵図は１３分割

絵図撮影・デジタルデータ化事業

武士の日記を読む

戦国時代の秋田

絵図にみる近世秋田

4

1

11
計 135

点数 備考 展示会名
展示複
製絵図
点数



絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

五
七

製
さ
れ
、
利
用
者
の
閲
覧
が
容
易
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
展
示
会
に
お
い
て
も

こ
の
複
製
絵
図
を
活
用
す
る
こ
と
で
展
示
可
能
な
絵
図
が
増
え
普
及
活
動
の
充

実
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
表
１
は
年
度
ご
と
に
作
製
し
た
複
製
絵
図
の
点
数
と

展
示
会
で
利
用
し
た
複
製
絵
図
の
点
数
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
二
十
年
度
以
降
は
撮
影
の
み
行
い
、
新
た
な
複
製
絵
図
は
作
製

し
て
い
な
い
。

二
 
絵
図
撮
影
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
事
業

当
館
で
は
平
成
二
十
三
年
度
に
秋
田
県
緊
急
雇
用
創
出
臨
時
対
策
基
金
事
業

を
活
用
し
、「

絵
図
撮
影
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
事
業」

と
し
て
文
書
情
報
管

理
士
の
資
格
を
有
す
る
正
社
員
の
い
る
県
内
企
業
に
事
業
委
託
を
行
っ
た
。
委

託
業
務
の
内
容
は
、「

所
蔵
絵
図
の
撮
影
と
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
及
び
そ
の
合

成
作
業」

で
あ
る
。
成
果
品
は
次
の
五
点
で
あ
る
。

①
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム（

保
存
用
・
控
用
の
二
セ
ッ
ト
、
平
成
二
十
二
年
度
ま

で
に
撮
影
し
た
絵
図
を
一
部
含
む）

②
保
存
用
カ
ラ
ー
プ
リ
ン
ト（

四
つ
切
り）

③
閲
覧
用
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー（

Ａ
３
版）

④
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ（

保
存
形
式
は
Ｔ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
形
式
ま
た
は
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形

式）

⑤
閲
覧
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
込
ん
だ
モ
ニ
タ
ー
付
き
パ
ソ
コ
ン

表２ 「所蔵絵図」・「撮影・データ化絵図」点数

秋田県庁旧蔵古文書

郷土資料

加賀谷家文書

東山文庫

狩野文庫

渡部斧松文書

佐竹文庫

落穂文庫

混架資料

博物館旧蔵史料

戸村文庫

佐竹西家文書

岡文庫

山崎文庫

湊文書

絵図（独立）

長岐文書

菊池文庫

秋林文庫

その他・他館所蔵

1049
622
200
172
161
156
93
54
37
23
20
19
13
9
8
7
3
3
1

2650

422
236

89
2
70
93
53
37
18
16
11
12
3
7
7
2

1078

627
386
200
83
159
86

1

5
4
8
1
6
1

1
3
1

1572

536
184
0
42
0
0
0
6
14
0
2
2
0
3
0
6
0
0
0
12
807

322
161

21

5
14

1
1

6

12
543

214
23

21

1

1
1

3

264

所蔵絵図
点数 藩政期 明治期以降 点数 藩政期 明治期以降

撮影・データ化絵図



撮
影
対
象
資
料
は
、
ま
ず「

秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書」

内
の
絵
図(

資
料
番

号
が「

県
Ｃ―

」

で
始
ま
る
資
料）

と「

郷
土
資
料」

内
の
絵
図（

資
料
番
号

が「
Ａ―
二
九
〇―

一
一
四―

」

で
始
ま
る
資
料）

は
閲
覧
が
多
く
資
料
価
値

が
高
い
と
判
断
し
撮
影
点
数
を
増
や
し
た
。「

秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書」

内
の

絵
図
は
藩
政
期
の
絵
図
を
三
二
二
点
、
明
治
期
以
降
の
絵
図
を
二
一
四
点
、
総

数
一
〇
四
九
点
中
五
三
六
点
を
撮
影
し
た
。「

郷
土
資
料」

内
の
絵
図
は
藩
政

期
の
絵
図
を
一
六
一
点
、
明
治
期
以
降
の
絵
図
を
二
十
三
点
、
総
数
六
二
二
点

中
一
八
四
点
を
撮
影
し
た
。

次
に
他
の
資
料
群
か
ら
は
、
閲
覧
利
用
の
多
い
資
料
や
損
傷
・
劣
化
が
進
ん

で
い
る
資
料
を
中
心
に
選
択
し
た（

表
２）
。

一
方
、
同
じ
く
閲
覧
利
用
の
多
い
明
治
初
期
の
地
籍
図
・
村
絵
図
・
沽
券
地

絵
図
等
は
、
小
型
絵
図
が
中
心
で
原
本
で
の
出
納
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
撮

影
順
位
を
下
げ
た
。
ま
た
、
戊
辰
戦
争
関
係
絵
図
・
屋
敷
図
・
鉱
山
関
係
絵
図

等
は
、
少
数
の
専
門
的
研
究
者
が
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
撮
影
の
対
象
外
と
し

た
。撮

影
作
業
は
全
て
当
館
内
で
行
い
、
当
館
職
員
と
業
者
と
の
協
議
や
連
絡
調

整
が
い
つ
で
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
長
辺
が
約
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
小
型
・

中
型
絵
図
は
、
絵
図
を
磁
石
で
固
定
す
る
た
め
の
鉄
板
を
壁
一
面
に
設
置
し
、

そ
れ
に
絵
図
を
貼
り
付
け
真
横
か
ら
撮
影
し（

写
真
１）

、
大
型
絵
図
は
櫓
を

組
ん
で
絵
図
を
真
上
か
ら
撮
影
す
る
方
法
を
採
り
入
れ
た（

写
真
２）

。
ど
ち

ら
の
撮
影
も
四
～
五
人
の
担
当
者
が
慎
重
に
絵
図
を
移
動
さ
せ
て
い
く
方
法
で

あ
る
。
画
面
周
辺
の
歪
み
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
多
く
の
絵
図
は
約

絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

五
八

一
メ
ー
ト
ル
四
方
の
大
き
さ
を
目
安
と
し
て
分
割
撮
影
を
し
た
が
、
絵
図
に
記

さ
れ
て
い
る
情
報
が
細
か
す
ぎ
一
メ
ー
ト
ル
四
方
の
大
き
さ
で
撮
影
し
て
も
精

度
が
下
が
る
も
の
は
、
そ
の
都
度
協
議
し
て
分
割
枚
数
を
決
定
し
た
。
ま
た
、

一
メ
ー
ト
ル
四
方
に
絵
図
が
複
数
枚
収
ま
る
小
型
絵
図
は
、
ま
と
め
て
撮
影
す

る
こ
と
で
撮
影
コ
マ
数
を
調
整
し
た
。
か
ぶ
せ
や
貼
り
紙
の
あ
る
絵
図
は
、
原

則
と
し
て
か
ぶ
せ
や
貼
り
紙
を
可
能
な
限
り
開
い
た
元
図
と
、
か
ぶ
せ
や
貼
り

紙
が
付
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
記
さ
れ
て
い
る
情
報
が
わ
か
る
状
態
の
も
の
と
の
二

種
類
を
撮
影
し
た
。
裁
許
絵
図
な
ど
裏
書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
絵
図
は
裏
書
き

も
撮
影
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
作
成
作
業
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
立
文
書
館
の
先
駆

写真１

写真２



的
取
り
組
み
を
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

�
�
�

。
群
馬
県
立
文
書
館
の
仕

様
書
を
も
と
に
委
託
業
者
と
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
ス
キ
ャ
ナ
性
能
に
若
干
の

数
字
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
合
成
作
業
ま
で
は
群
馬
県
立
文
書
館
と
ほ
ぼ
同

様
の
作
業
方
法
で
あ
る
。

そ
し
て
当
館
で
は
、
合
成
作
業
で
完
成
し
た
画
像
デ
ー
タ
を
閲
覧
用
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
組
み
込
ん
だ
モ
ニ
タ
ー
付
き
パ
ソ
コ
ン（

以
下
、
絵
図
モ
ニ
タ
ー）

に

書
き
込
み
、
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
と
こ
ろ
ま
で
作
業
を
進
め
た
。
絵
図
モ

ニ
タ
ー
は
次
の
よ
う
な
条
件
に
よ
り
作
製
を
依
頼
し
た
。

（

１）

全
て
の
絵
図
資
料
の
リ
ス
ト
が
検
索
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と

（

２）

絵
図
を
指
定
す
る
と
そ
の
全
体
画
像
が
出
る
こ
と

（

３）

全
体
画
面
の
任
意
の
場
所
が
随
意
に
拡
大
で
き
る
こ
と

（

４）

原
寸
ま
で
拡
大
し
て
も
原
本
と
同
じ
精
度
を
保
つ
こ
と

（

５）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
や
複
製
品
の
作
製
等
今
後
の
デ
ー
タ
の

活
用
を
踏
ま
え
、
適
切
な
画
素
数
を
協
議
し
た
う
え
で
決
定
す
る

こ
と

完
成
し
た
絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
操
作
方
法
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①「

検
索
ス
タ
ー
ト」

ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と「

絵
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画

面」

に
入
る（

写
真
３）

。

②「

絵
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画
面」

に
は
、
八
〇
七
点
の
絵
図
写
真
と
資
料
名
・

資
料
番
号
の
ほ
か
、
年
代
・
寸
法
な
ど
の
基
本
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
絵
図
写
真
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
そ
の
絵
図
の
全
体
図
に
画
面
が
変

わ
る（

写
真
４）

。

③
特
定
の
絵
図
を
見
る
と
き
は
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
が
可
能
で
あ
る
。
資
料
名
だ

け
で
は
な
く
、「

絵
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画
面」

内
の
全
て
の
基
本
情
報
が
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
該
当
す
る（

写
真
５）

。

④
全
体
図
は
自
由
に
移
動
・
拡
大
・
回
転
さ
せ
、
絵
図
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容

を
細
か
い
部
分
ま
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る（

写
真
６
・
７）

。

⑤
か
ぶ
せ
・
貼
り
紙
や
裏
書
き
の
あ
る
絵
図
は
、
全
体
図
画
面
右
下
に
あ
る
○

窓
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
そ
れ
ら
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
 
絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
設
置

こ
う
し
て
八
〇
七
点
の
絵
図
デ
ー
タ
が
書
き
込
ま
れ
た
絵
図
モ
ニ
タ
ー
は
平

成
二
十
三
年
十
二
月
に
完
成
し
た
。

そ
の
後
、
絵
図
モ
ニ
タ
ー
を
閲
覧
室
に
設
置
・
公
開
す
る
た
め
次
の
準
備
に

取
り
組
ん
だ
。

○
絵
図
デ
ー
タ
の
取
扱
方
法
の
共
通
理
解

デ
ー
タ
は
閲
覧
用
と
し
て
、
い
わ
ば
複
製
絵
図
と
同
じ
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
当
館
は
利
用
者
が
複
製
絵
図
を
自
ら
写
真
撮
影
を
し

た
り
、
複
製
絵
図
閲
覧
後
原
本
の
閲
覧
を
希
望
す
る
場
合
は
原
本
を
出
納
し
、

そ
れ
を
写
真
撮
影
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
絵
図
デ
ー
タ
も
そ
れ
と
同
様

の
扱
い
と
し
、
デ
ー
タ
自
体
の
提
供
は
行
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。

絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

五
九



絵
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の
複
製
化
・
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ジ
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ル
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化
の
経
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と
利
活
用
に
つ
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て
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絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

六
一

○
絵
図
モ
ニ
タ
ー
設
置
場
所
の
検
討

絵
図
は
文
献
資
料
と
異
な
り
専

門
家
で
な
く
と
も
見
て
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
資
料
で
あ
り
、
当
館

を
今
ま
で
利
用
し
た
こ
と
の
な
い

人
に
も
興
味
を
持
っ
て
閲
覧
し
て

い
た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
、
来

館
者
が
閲
覧
室
に
入
室
す
る
際
に

最
初
に
目
に
す
る
だ
け
で
な
く
、

ワ
ン
フ
ロ
ア
ー
体
形
で
あ
る
県
立

図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー
か
ら
も
そ
の

存
在
を
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
ス

ペ
ー
ス
に
設
置
す
る
こ
と
に
し
た

（

写
真
８）

。
四
十
二
イ
ン
チ
の
大

型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
閲
覧
用
机
一
台
、
椅
子
二
脚
と
と
も
に
設
置
し
た
。
机
上

に
は
こ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
ほ
か
は
キ
ー
ボ
ー
ド
と
マ
ウ
ス（

い
ず
れ
も
無
線

対
応）

の
み
備
え
付
け
、
パ
ソ
コ
ン
本
体
は
壁
を
挟
ん
だ
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
置

き
、
利
用
者
が
手
を
触
れ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
。

○
目
録
等
の
整
備

使
用
方
法
を
記
し
た
説
明
書
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
一
年
刊
行
の

地
域
別
に
分
類
し
て
い
る「

絵
図
目
録」

に
デ
ー
タ
化
し
た
絵
図
が
わ
か
る
よ

う
に
印
を
つ
け
た
ほ
か
、
そ
れ
と
は
別
に
資
料
群
別
に
分
類
し
た
目
録
を
作
成

し
た
。
ま
た
閲
覧
用
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
を
資
料
群
ご
と
に
整
理
し
カ
ウ
ン
タ
ー
内

に
準
備
し
た
。

絵
図
モ
ニ
タ
ー
は
平
成
二
十
四
年
三
月
に
閲
覧
室
に
設
置
し
た
。
同
時
に
、

設
置
し
た
旨
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
館
広
報
紙
に
掲
載
し
た
り
、
ポ
ス
タ
ー
を
作

成
し
館
内
に
貼
付
し
た
。

四
月
に
地
元
新
聞
に
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
と
、
そ
の
当
日
か
ら
絵
図
モ
ニ
タ

ー
目
当
て
の
利
用
者
が
入
館
し
た
。
な
か
に
は
歴
史
に
関
わ
る
研
究
団
体
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
研
修
や
見
学
の
一
環
と
し
て
多
数
来
館
し
、
当
館
の
所
蔵

絵
図
に
つ
い
て
の
概
要
や
絵
図
モ
ニ
タ
ー
使
用
方
法
に
つ
い
て
説
明
会
を
開
く

こ
と
も
多
く
な
っ
た
。

四
 
企
画
展
の
開
催

平
成
二
十
四
年
度
に
当
館
は「

絵
図
に
み
る
近
世
秋
田」

と
題
し
、『「

絵
図

撮
影
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
事
業」

の
事
業
成
果
を
活
用
し
な
が
ら
、
県
指
定

有
形
文
化
財
の
絵
図
を
は
じ
め
観
覧
者
の
興
味
を
引
く
絵
図
を
多
数
紹
介
し
近

世
の
秋
田
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
観
覧
後
閲
覧
室
の
絵
図
モ
ニ
タ
ー
で
絵
図

を
閲
覧
す
る
利
用
者
の
増
加
を
は
か
る
普
及
・
広
報
活
動
の
一
環
と
す
る
。』

と
い
う
趣
旨
の
も
と
企
画
展
を
開
催
し
た
。

絵
図
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
た
企
画
展
は
、
平
成
十
四
年
度
に「

佐
竹
氏

入
部
四
百
年
記
念
絵
図
資
料
展」

が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
城
下
絵
図
と
給
人
町

写真８



絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

六
二

絵
図
計
十
一
点
の
複
製
絵
図
が
展
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
他
の
企
画
展
に
お
い
て

も
数
に
多
少
は
あ
る
も
の
の
絵
図
資
料
は
必
ず
展
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
平

成
二
十
四
年
度
企
画
展
を
担
当
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
企
画
展
と
は
異

な
る
次
の
点
を
意
識
し
て
み
た
。

ま
ず
、
当
企
画
展
で
は
文
献
資
料
を
一
切
使
わ
ず
絵
図
の
み
の
展
示
を
し
た

こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
観
覧
者
の
対
象
を「

館
を
利
用
し
た
こ
と
の
な
い
中
学

生
以
上」

の
人
と
想
定
し
、
そ
の
人
た
ち
が
興
味
を
持
っ
て
何
度
も
足
を
運
ん

で
い
た
だ
け
る
た
め
の
方
法
を
模
索
し
て
み
た
。
絵
図
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
に
有

利
で
あ
り
、
身
近
で
取
っ
つ
き
や
す
い
こ
と
に
加
え
、
み
る
た
び
に
隠
さ
れ
て

い
る
新
た
な
情
報
が
発
見
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
解
読
に
知
識

や
経
験
を
要
す
る
文
献
資
料
は
一
切
省
い
て
み
る
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
解
説

パ
ネ
ル
文
も
平
易
で
短
く
し
よ
う
と
考
え
た
。

次
に
、
当
企
画
展
は
原
本
や
複
製
絵
図
の
ほ
か
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
パ
ネ

ル
を
作
製
で
き
る
こ
と
を
最
大
限
に
生
か
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
パ

ネ
ル
は
、
イ
ン
ク
・
写
真
光
沢
紙
・
の
り
付
パ
ネ
ル
等
を
準
備
す
る
だ
け
で
多

額
な
費
用
を
か
け
る
こ
と
な
く
当
館
内
で
作
製
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
展

示
ス
ペ
ー
ス
に
あ
わ
せ
て
自
由
に
パ
ネ
ル
の
大
き
さ
を
決
め
た
り
、
絵
図
の
一

部
分
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
拡
大
さ
せ
て
展
示
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
パ
ネ

ル
は
展
示
台
に
も
壁
面
に
も
飾
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
展
示
資
料
点
数
が
増
え

た
。
表
３
は
当
企
画
展
で
展
示
し
た
絵
図
の
原
本
、
複
製
絵
図
、
パ
ネ
ル
の
区

別
表
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「

展
示
室
を
第
一
展
示
室
と
し
、
絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
あ
る
閲
覧
室

を
第
二
展
示
室
と
す
る」

い
う
考
え
は
終
始
一
貫
し
て
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は

前
稿「

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
普
及
活
動
の
現
状
と
課
題―

公
文
書
館
講

座
の
試
み
を
通
し
て―

」 （

３）

並
び
に「

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
普
及
活
動
の

進
展」 （

４）

に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
閲
覧
室
利
用
者
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の
入

口
で
あ
る
講
座
・
展
示
等
の
普
及
活
動
の
重
要
性
を
意
識
し
、
ま
た
閲
覧
室
利

用
者
増
加
の
対
象
は「

公
文
書
館
の
存
在
を
知
ら
な
い
人」

で
あ
る
と
い
う
主

張
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
展
示
の
観
覧
者
が
初
め
て
当
館
閲
覧
室
に
足
を
運

び
絵
図
モ
ニ
タ
ー
を
操
作
す
る
こ
と
で
公
文
書
館
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
思
い
か
ら
、
当
企
画
展
や
絵
図
モ
ニ
タ
ー
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。以

下
は
当
企
画
展
の
コ
ー
ナ
ー
ご
と
の
概
要
で
あ
る
。

◆
プ
ロ
ロ
ー
グ

絵
図
展
示
の
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
地
図
の
発
達
史
を

代
表
的
な
日
本
図
や
世
界
図
で
た
ど
り
、
当
該
館
が
所
在
す
る
地
域
の
絵
図
を

別
コ
ー
ナ
ー
で
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う

（

５）

。

当
企
画
展
で
は
展
示
室
の
規
模
の
関
係
で
、
あ
い
さ
つ
文
パ
ネ
ル
と
プ
ロ
ロ

ー
グ
コ
ー
ナ
ー
パ
ネ
ル
で
絵
図
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た「

広

い
地
域
か
ら
徐
々
に
範
囲
を
狭
め
な
が
ら
観
覧
者
の
よ
く
知
る
身
近
な
地
域
へ

と
導
く
よ
う
に
コ
ー
ナ
ー
を
設
置」

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、

最
も
広
い
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
司
馬
江
漢
作
の
銅
版
画

で
あ
る「

地
球
図」「

天
球
図」

や
林
子
平
刊
行
の
木
版
画
で
あ
る「

三
国
通



絵
図
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表３ 平成24年度企画展展示資料一覧・原本、複製絵図、パネル区別表

プ
ロ
ロ
ー
グ

乙－152－2
乙－159－5
乙－159－7
乙－159－8
乙－151
ＡＨ290－2
ＡH203－2
県Ｃ－380
県Ｃ－384
県Ｃ－377
Ａ290－114－28
県Ｃ－603
県Ｃ－602
県Ｃ－431－1～13

県Ｃ－344

県Ｃ－320－2
県Ｃ－392
Ａ290－114－74
Ａ290－114－116
Ａ290－114－118

県Ｃ－179

県Ｃ－23
県Ｃ－189
県Ｃ－119
県Ｃ－91
県Ｃ－6
県Ｃ－4
ＡＨ312－272
県Ｃ－143
Ａ290－114－113
県Ｃ－110
県Ｃ－144
県Ｃ－111
県Ｃ－280
地6
県Ｃ－98
県Ｃ－598
県Ｃ－162
県Ｃ－21
県Ｃ－95
県Ｃ－190
県Ｃ－165
県Ｃ－173
県Ｃ－599

Ａ290－114－1

Ａ290－114－2

地球図
蝦夷地之図（部分）
琉球国之図（部分）
無人島之図（部分）
天球図
日本全図
佐竹旧領書入水戸絵図
下総国１１郡絵図
武蔵２１郡絵図
常陸国１４郡絵図
日本六十余州国々切絵図山城国
出羽一国御絵図
出羽七郡絵図
出羽国七郡絵図
奥州南部領鹿角郡花輪村毛馬内
村与羽州秋田領沢尻村十二所村
味噌内村茂内村別所村扇田村大
館山境論争之事裁許申付覚
八沢木村羽広村裁許絵図
野州御領絵図
江戸より参候七郡小絵図写
山本郡絵図
秋田郡絵図
御国目付下向之節指出候御城下
絵図
横手御城下絵図
大館御城下絵図
檜山一圓御絵図
仙北郡刈和野一圓之図
院内一圓之図
湯沢絵図
土崎湊諸番所之略図
山本郡常葉村絵図
米代川絵図
百三段新屋滝之下台場絵図
山本郡機織村草飼場絵図
戸嶋和田村近辺村絵図
平沢矢島伊勢居地絵図
羽州秋田寺内旧路名所之図
仙北郡田沢潟絵図近山村々
海岸絵図
太平山山上之図
横手絵図
仙北郡角館絵図
大館絵図
御城下絵図
出羽国秋田郡久保田城絵図
御城下絵図
日本六十余州国々切絵図 出羽
国
日本六十余州国々切絵図 陸奥
国

寛政４
天明５
天明５
天明５
寛政８
天保11
未詳
未詳
未詳
未詳
未詳
正保４
元禄年間
未詳

延宝５

元禄13
天和１
享保９
享保10
享保10

文政４

嘉永２
宝永１
享保13
享保13
享保13
享保13
未詳
寛政10
未詳
未詳
寛政10
未詳
未詳
未詳
未詳
嘉永２
未詳
享保13
享保13
享保13
寛保２
正保４
宝暦９

未詳

未詳

1792
1785
1785
1785
1796
1840

1647

1677

1700
1681
1724
1725
1725

1821

1849
1704
1728
1728
1728
1728

1798

1798

1849

1728
1728
1728
1742
1647
1759

54×87
53×98
53×77
27×68
39×98
39×52
53×85
108×84
125×159
115×159
101×135
1225×535
625×726
13分割

123×322

295×368
137×219
52×74
102×148
154×119

185×231

143×185
138×183
172×233
126×133
229×272
417×187
25×60
62×82
85×337
55×78
32×82
117×194
144×114
79×112
112×189
235×535
27×39
144×220
163×315
141×177
299×326
348×252
180×220

114×155

157×244

前期
前期
前期
後期

前期
後期

前期

後期

前期
後期
前期
後期

前期
前期
前期
前期
後期
後期
後期
後期

○

○
○

○

○
○

○
○

○

○

○
○
○

○

○
○

○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○

○

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

エ
ピ
ロ
ー
グ

資料番号 資料名 和暦 西暦 寸法(㎝) 前後期 原本 複製絵図 パネル
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四

覧
図
説（

部
分）」

を
展
示
し
た
。
司
馬
・
林
は
中
等
教
育
の
歴
史
の
授
業
で

と
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、青
少
年
層
に
対
す
る
興
味
付
け
を
意
識
し
た
。

「

地
球
図」

は
原
本
を
展
示
し
、
他
の
資
料
は
後
方
の
壁
面
に
パ
ネ
ル
で
紹
介

し
た
。

Ⅰ
 
日
本
図
・
東
国
絵
図

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
日
本
図
や
秋
田
県
外
各
地
の
絵
図
を
展
示
し
た
。

日
本
図
は
所
蔵
資
料
が
少
な
い
も
の
の
、
当
時
江
戸
有
数
の
書
物
問
屋
で
あ

る
須
原
屋
茂
兵
衛
の
木
版
画
を
所
蔵
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
原
本
を
展
示
し
、

資
料
解
説
パ
ネ
ル
に
お
い
て
須
原
屋
に
つ
い
て
の
説
明
を
加
え
た
。
ま
た
、
県

外
各
地
の
絵
図
は「

東
国
絵
図」

と「

日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図」

を
中
心

に
展
示
し
た
。
こ
こ
で
諸
氏
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら

（

６）

、
江
戸
幕
府
が

編
集
し
た
四
つ
の
日
本
図
や
、「

東
国
絵
図」「

日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図」

と
寛
永
日
本
図
と
の
関
わ
り
な
ど
を
紹
介
し
た
。「

東
国
絵
図」

は
常
陸
国
・

下
総
国
・
武
蔵
国
を
複
製
絵
図
で
、「

日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図」

は
、
御

所
・
二
条
城
や
有
名
な
寺
院
が
記
さ
れ
て
い
る
山
城
国
を
パ
ネ
ル
で
展
示
し

た
。Ⅱ

 
国
絵
図
・
領
分
絵
図

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
出
羽
国
絵
図
の
ほ
か
、
秋
田
藩
が
関
わ
る
境
争
論
や

領
内
調
査
の
結
果
作
製
さ
れ
た
絵
図
を
展
示
し
た
。

江
戸
幕
府
が
四
度
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
大
規
模
な
国
絵
図
作
成
に
つ
い
て
説

明
し
、
そ
の
中
の
正
保
・
元
禄
・
天
保
期
の
国
絵
図
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る「

出
羽
一
国
御
絵
図」「

出
羽
七
郡
絵
図」「

出
羽
国
七
郡
絵
図」

の
三

点
を
並
べ
て
パ
ネ
ル
で
展
示
し
た
。

い
ず
れ
も
原
本
は
大
型
で
あ
り
、
ま

し
て「

出
羽
国
七
郡
絵
図」

は
五
〇

〇
セ
ン
チ
×
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
に
十

三
分
割
さ
れ
て
い
る
も
の
を
デ
ジ
タ

ル
デ
ー
タ
上
で
合
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
三
点
を
一
堂
に
展
示
で
き

た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
り
、
当
企
画

展
の
目
玉
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（

写
真
９）

。

こ
の
後
話
題
を
元
禄
国
絵
図
作
製

の
際
森
吉
山
を
盛
岡
藩
と
の
藩
境
に

描
く
と
い
う
間
違
い
を
犯
し
た
こ
と

に
移
し
、
秋
田
藩
が
享
保
年
間
の
領
内
調
査
の
結
果
作
製
し
た
絵
図
を
数
点
原

本
や
パ
ネ
ル
で
展
示
し
た
。

領
分
絵
図
に
関
し
て
は
、
秋
田
藩
と
亀
田
藩
、
秋
田
藩
と
盛
岡
藩
に
関
わ
る

裁
許
絵
図
を
展
示
し
た
。
こ
れ
は
当
館
の
所
蔵
絵
図
は
秋
田
藩
関
連
の
絵
図
が

多
い
中
、
他
藩
で
あ
っ
た
本
荘
・
由
利
地
域
、
鹿
角
地
域
に
関
わ
る
絵
図
を
紹

介
す
る
こ
と
で
地
域
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
現
栃
木
県
に
秋

田
藩
下
野
領
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
絵
図
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
領
分
絵
図
は

複
製
絵
図
を
利
用
し
た
。

Ⅲ
 
城
下
絵
図

写真９
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五

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
久
保
田
城
と
幕
府
に
よ
り
存
続
が
許
可
さ
れ
た
大

館
・
横
手
の
城
下
絵
図
を
展
示
し
た
。
久
保
田
城
は
複
製
絵
図
で
、
大
館
城
・

横
手
城
は
パ
ネ
ル
で
展
示
し
た
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
ス
ペ
ー
ス
が
小
さ
い
な
が

ら
展
示
室
入
口
か
ら
真
正
面
に
望
む
位
置
に
あ
る
た
め
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い

久
保
田
城
下
絵
図
を
壁
面
に
配
置
し
た
。
三
城
下
絵
図
と
も
内
町
・
外
町
な
ど

の
情
報
が
詳
し
く
、
さ
ら
に
現
在
の
町
並
み
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
が
な
い
。
そ

の
た
め
、
解
説
パ
ネ
ル
で
は
国
目
付
下
向
の
際
作
製
・
提
出
さ
れ
た
絵
図
で
あ

る
こ
と
と
、
絵
図
中
に
み
え
る
城
下
町
の
特
徴
を
簡
単
に
記
す
に
と
ど
め
、
観

覧
者
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
み
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
た
。

Ⅳ
 
町
絵
図
・
村
絵
図

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
第
Ⅲ
コ

ー
ナ
ー
で
展
示
し
た
三
城
下
町
以

外
の
町
や
村
の
絵
図
を
展
示
し
た

（

写
真
10）

。

町
絵
図
は
第
Ⅱ
コ
ー
ナ
ー
で
紹

介
し
た
絵
図
と
同
様
、
享
保
年
間

の
領
内
調
査
の
過
程
で
作
ら
れ
た

も
の
を
展
示
し
た
。
秋
田
藩
内
で

所
預
が
置
か
れ
た
九
町
中
七
町
の

町
絵
図
を
当
館
で
所
蔵
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
昭
和
六
十
三
年
に

「

秋
田
県
給
人
町
絵
図」

と
し
て

一
括
し
て
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
平
成
五
年
度
の
絵
図
複

製
化
は
こ
れ
ら
の
絵
図
か
ら
着
手
し
て
お
り
、
当
館
所
蔵
の
絵
図
の
中
で
も
人

気
が
あ
る
。
当
企
画
展
で
も「

秋
田
県
給
人
町
絵
図」

は
複
製
絵
図
を
利
用
し

た
。ほ

か
に
、
小
型
の
町
絵
図
・
村
絵
図
の
原
本
や
、
横
辺
が
三
三
七
セ
ン
チ
あ

る
米
代
川
流
域
の
絵
図
を
一
八
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
に
縮
小
し
た
パ
ネ
ル
を
展
示
し

た
。Ⅴ

 
身
近
な
絵
図

の
ぞ
き
ケ
ー
ス
を
使
用
す
る
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
小
型
絵
図
は
原
本
で
、

中
型
・
大
型
絵
図
は
パ
ネ
ル
で
展
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
絵
図
の
中
の
一
部

分
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
か
ら
ト
リ
ミ
ン
グ
の
う
え
拡
大
し
た
パ
ネ
ル
を
添
え

た
。
小
型
絵
図
は
絵
図
中
の
情
報
が
小
さ
く
見
づ
ら
い
一
方
、
大
型
絵
図
は
畳

や
床
な
ど
に
広
げ
て
見
る
の
が
通
常
の
た
め
、
中
央
部
に
描
か
れ
た
情
報
を
見

る
の
に
苦
労
す
る
。
そ
の
問
題
を
絵
図
モ
ニ
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
で
解
決
で

き
る
こ
と
を
観
覧
者
に
理
解
し
て
も
ら
い
、
閲
覧
室
で
絵
図
モ
ニ
タ
ー
を
利
用

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
身
近
な
絵
図
と
い
う
コ
ー

ナ
ー
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
展
示
資
料
は
鳥
海
山
・
田
沢
湖
・
寒
風
山
な
ど
の

秋
田
を
代
表
す
る
自
然
や
、
太
平
山
山
頂
の
三
吉
神
社
奥
宮
・
寺
内
古
四
王
神

社
な
ど
の
名
所
旧
跡
、
渡
し
場
・
水
門
な
ど
特
徴
あ
る
施
設
・
設
備
を
取
り
上

げ
た
。

◆
エ
ピ
ロ
ー
グ

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は「

絵
図
撮
影
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
事
業」

の
作
業
風

写真10
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景
や
絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
使
用
方
法
を
紹
介
し
た
。

作
業
風
景
は
実
際
行
っ
た
撮
影
現
場
の
様
子
を
、
パ
ネ
ル
で
展
示
し
た
。

絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
使
用
方
法
は
、
前
章
で
掲
載
し
た
絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
写
真

を
簡
単
な
説
明
文
を
付
し
て
パ
ネ
ル
で
示
し
た
。

さ
ら
に
他
の
コ
ー
ナ
ー
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
の

絵
図
の
中
か
ら
一
部
を
Ａ
４
版
の
小
さ
な
パ
ネ
ル
で
展
示
し
た
。

当
企
画
展
は
前
期
展（

八
月
二
十
四
日
～
九
月
二
十
三
日）

で
四
九
九
〇
人
、

後
期
展（

十
一
月
二
十
一
日
～
十
二
月
十
六
日）

で
二
四
〇
〇
人
、
計
七
三
九

〇
人
の
方
々
か
ら
観
覧
し
て
い
た
だ
い
た
。
一
日
平
均
一
三
二
人
の
観
覧
者
で

あ
る
が
、
前
期
展
に
限
る
と
過
去
最
高
の
数
に
な
っ
た
。
特
に
地
元
テ
レ
ビ
局

や
新
聞
社
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
は
一
日
に
三
三
〇
人
も
の
観
覧
者
数
に
の
ぼ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
後
期
展
開
展
中
の
十
一
月
二
十
三
日
に
は
、
当
館
の
事
業
で
あ
る
公

文
書
館
講
座
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス
に
お
い
て
同
名
の
タ
イ
ト
ル
で
講
座
を

開
催
し
、
普
及
活
動
間
の
連
携
を
は
か
っ
た
。
二
十
二
名
の
受
講
者
か
ら
参
加

を
い
た
だ
き
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
兼
ね
な
が
ら
絵
図
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル

デ
ー
タ
化
の
経
緯
や
特
徴
の
あ
る
絵
図
に
つ
い
て
の
解
説
を
行
っ
た
。

当
企
画
展
観
覧
者
の
傾
向
と
し
て
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
絵
図
展
が
そ
れ
ほ
ど
専
門
的
な
知
識
が
な
く
と
も
た
く
さ
ん
の
方
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
観
覧
者
か
ら
質
問
を
受
け
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
し
た
時
な
ど
に
、
そ
の

内
容
が
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
興
味
を
持
つ
絵
図
が
異
な
る
こ
と
や
、
同
じ

絵
図
で
も
人
に
よ
り
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
違
う
こ
と
か
ら
感
じ
た
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
日
ご
と
に
比
較
し
た
と
き
、
併
設
す
る
図
書
館
へ
の
入
館
者
数
と
当

企
画
展
の
観
覧
者
数
が
比
例
し
て
い
る
こ
と
も
気
軽
に
観
覧
で
き
る
企
画
展
で

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
展
示
室
入
口
に
設
置
し
、
自
由
に
持
ち
帰
り
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
観
覧
者
数
が
多
か
っ
た
割
に
例
年
に
な
く
持
ち
帰
り

を
さ
れ
た
方
の
割
合
が
少
な
い
こ
と
が
当
企
画
展
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

リ
ピ
ー
タ
ー
が
何
度
も
訪
れ
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お

り
、
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
判
断
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
市
町
村
職
員
や
関
係
団
体
か
ら
絵
図
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
何

件
も
寄
せ
ら
れ
た
。
多
く
は
将
来
的
に
地
元
に
関
わ
る
絵
図
の
展
示
を
考
え
て

い
る
市
町
村
か
ら
、
館
外
貸
し
出
し
や
デ
ー
タ
入
手
方
法
に
つ
い
て
の
も
の
で

あ
っ
た
。
現
に
、
当
館
所
蔵
絵
図
の
存
在
を
知
っ
た
市
町
村
職
員
が
来
館
し
、

原
本
の
写
真
撮
影
を
さ
れ
た
こ
と
が
開
展
中
数
件
あ
っ
た
。

さ
て
、
最
終
的
目
標
で
あ
っ
た
展
示
観
覧
者
が
閲
覧
室
利
用
者
と
し
て
来
館

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
七
月
ま
で
月
二
十
人
を
越
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
絵

図
モ
ニ
タ
ー
閲
覧
者（

個
人
の
閲
覧
者
の
み
、
研
修
会
等
の
団
体
利
用
者
は
除

く）

が
八
月
以
降
は
倍
増
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

五
 
今
後
の
絵
図
撮
影
に
つ
い
て



絵
図
の
複
製
化
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
経
緯
と
利
活
用
に
つ
い
て

六
七

平
成
二
十
四
年
度
の
絵
図
撮
影
は
、
平
成
二
十
三
年
度
に
撮
影
で
き
な
か
っ

た
大
型
絵
図
三
点
を
櫓
を
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
三
点
は
撮
影
の

み
で
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
は
し
な
か
っ
た
が
、
平
成
二
十
五
年
度
に
も
新
た
な

絵
図
の
撮
影
・
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
事
業
は
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
平

成
二
十
四
年
度
に
撮
影
し
た
絵
図
も
デ
ー
タ
化
し
絵
図
モ
ニ
タ
ー
に
追
加
す
る

予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
優
先
順
位
を
考
慮
し
な
が
ら
、
今
後
と
も
毎
年
数
本
ず
つ
で
も
絵
図

の
撮
影
・
デ
ー
タ
化
に
取
り
組
ん
で
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（

古
文
書
班
 
お
お
た
 
け
ん）

註（

１）

秋
田
県
公
文
書
館
の
絵
図
資
料
の
概
要
に
つ
い
て
は
佐
藤
隆「

古
文
書
課
所
蔵

の
絵
図
史
料
に
つ
い
て」

（

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
第
五
号
 
一
九
九
九

年）

に
詳
し
い
。

（

２）

佐
藤
亨
彦「

群
馬
県
立
文
書
館
に
お
け
る
絵
図
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
事
業―

明

治
期
絵
図
を
中
心
に―

」（

双
文
２
６
 
二
〇
〇
九
年）

（

３）

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
第
十
七
号
 
二
〇
一
一
年

（

４）

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
第
十
八
号
 
二
〇
一
二
年（

共
著
齋
藤
奈
美）

（

５）

杉
本
史
子
ほ
か
編『

絵
図
学
入
門』（

東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
一
一
年）

（

６）

川
村
博
忠『

江
戸
幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究』（

古
今
書
院
 
一
九
八
四
年）

、
国

絵
図
研
究
会
編『

国
絵
図
の
世
界』（

柏
書
房
 
二
〇
〇
五
年）

ほ
か



は
 
じ
 
め
 
に

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た「

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法

律」

に
お
い
て
、「

国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
諸
活
動
や
歴
史
的
事
実
の
記

録
で
あ
る
公
文
書
等」

は
、「

健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有

の
知
的
資
源」

と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り「
公
文
書
館
等」

は
、
所

蔵
す
る
資
料
を「

主
権
者
で
あ
る
国
民
が
主
体
的
に
利
用
し
得
る」

た
め
の
環

境
整
備
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

尼
崎
市
立
地
域
研
究
資
料
館
の
辻
川
敦
館
長
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
主
催

の
平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
短
期
コ
ー
ス
の
中
で「
文
書

館
は
市
民
へ
の
歴
史
サ
ー
ビ
ス
事
業」

と
位
置
づ
け
た
同
館
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
を
紹
介
し
た

（

１）

。
秋
田
県
公
文
書
館（

以
下
、
当
館）

は
公
文
書
班
・
古
文
書

班
の
二
班
編
制
で
業
務
に
当
た
っ
て
お
り
、
筆
者
の
所
属
す
る
古
文
書
班
は
ま

さ
に「

市
民
へ
の
歴
史
サ
ー
ビ
ス
事
業」

を
担
当
す
る
部
署
で
あ
る
。

一
般
市
民
が「

公
文
書
館」

に
求
め
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
現
在
、
当
館
に
寄
せ
ら
れ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
例
に
と

る
と
、
古
文
書
班
が
対
応
し
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
 
系
図
、
先
祖
調
べ
に
関
わ
る
内
容
 …

13

Ｂ
 
そ
の
他
の
所
蔵
資
料
に
関
わ
る
内
容

ａ
 
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
 …

８
 
ｂ
 
絵
図
に
つ
い
て
 …

３

ｃ
 
学
校
に
つ
い
て
 …

３
 
 
 
 
ｄ
 
寺
社
に
つ
い
て
 …

１

ｅ
 
そ
の
他
 …

８

Ｃ
 
持
ち
込
み
資
料
の
解
読
依
頼
 …

２

Ｄ
 
刊
行
物
に
つ
い
て
 …

１

Ｅ
 
書
画
に
つ
い
て
 …

１

Ｇ
 
歴
史
全
般
に
関
わ
る
質
問
 …

２

Ｆ
 
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
質
問
 …

８

多
く
の
文
書
館
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
最
も
多
い
の
が
Ａ
の
系
図
や
先
祖

調
べ
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｂ―

ａ
の
よ
う
に「

○
○
と
い
う
名
前

が
登
場
す
る
資
料
は
あ
る
か」

と
い
っ
た
内
容
も
多
い
が
、
こ
の
中
に
も
先
祖

六
八

公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

鍋
 
島
 
 
 
真



調
べ
に
関
わ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
居
住
す
る

（
し
て
い
た）

地
域
の
絵
図
、
地
名
、
寺
社
に
関
す
る
内
容
も
多
い
。

単
年
度
の
途
中
経
過
で
は
あ
る
が
、
こ
の
結
果
を
見
る
限
り
、
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
で
当
館
を
利
用
す
る
人
の
多
く
は
、
先
祖
調
べ
を
含
め「

身
近
な
歴
史」

に

つ
い
て
の
情
報
を
求
め
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
当
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
今
後
の
課
題
を

検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
 
秋
田
県
公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
現
状

平
成
二
十
四
年
三
月
現
在
、
当
館
で
所
蔵
す
る
資
料
は
公
文
書
等
一
〇
〇
、

三
四
五
点
、
古
文
書
六
四
、
五
三
三
点（

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
含
む）

。
秋

田
県
庁
は
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
空
襲
の
被
害
を
免
れ
た
こ
と
か
ら
、
他
県

に
比
べ
戦
前
公
文
書
が
多
く
残
っ
て
い
る（

約
一
八
、
〇
〇
〇
点）

。

施
設
の
最
大
の
特
色
は
閲
覧
室
で
あ
る
。
当
館
は
秋
田
県
立
図
書
館
と
併
設

し
て
お
り
、
ワ
ン
フ
ロ
ア
ー
形
式
の
閲
覧
室
で
は
両
館
の
貸
出
・
出
納
の
カ
ウ

ン
タ
ー
が
隣
り
あ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
た
め
、
図
書
館
利
用
者
に
も

当
館
の
存
在
は
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
当
館
の
閲
覧
室

は
図
書
館
か
ら
の
動
線
の
終
点
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
正
面
の
壁
に
は

所
蔵
す
る
文
化
財
の
複
製
や
閲
覧
用
の
大
型
モ
ニ
タ
ー
、
広
報
紙
な
ど
を
、
利

用
者
の
目
線
を
意
識
し
て
配
置
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
や
設
備
に
興
味
を

持
ち
、
当
館
の
閲
覧
室
を
訪
れ
る
図
書
館
利
用
者
の
姿
は
毎
日
の
よ
う
に
見
ら

公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

六
九

れ
る

（

２）

。
し
か
し
実
際
に
資
料
を
閲
覧
す
る
利
用
者
と
な
る
と
限
ら
れ
て
お
り
、
市

民
・
県
民
に
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
中
で
も
、
多
く
の
文
書
館
や
地
域
資
料
館
が
同

じ
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た

（

３）

。
こ
う
し
た
現
状
か
ら
、
利
用
拡

大
の
た
め
の
企
画
や
広
報
活
動
の
重
要
性
が
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
。
よ
り
多

く
の
人
々
に
公
文
書
館
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
普
及
・
広
報
活
動
が
重
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
資
料
の
性
格

か
ら
、
直
ち
に
、
か
つ
大
幅
な
利
用
者
の
増
大
は
考
え
に
く
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

目
の
前
の
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
、
地
道
な
が

ら
利
用
拡
大
へ
の
確
実
な
道
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
ま
ず
当
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
に
つ
い
て
ま
と

め
、
そ
の
成
果
と
課
題
、
お
よ
び
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
閲
覧
利
用

所
蔵
資
料
の
閲
覧
に
際
し
、事
前
申
込
み
や
予
約
は
原
則
と
し
て
必
要
な
い
。

来
館
し
て
閲
覧
許
可
申
請
書（

Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能）

を
記
入
の
上

カ
ウ
ン
タ
ー
に
提
出
す
れ
ば
、
公
開
資
料
は
誰
で
も
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

閲
覧
室
に
は
所
蔵
資
料
目
録
・
検
索
用
Ｐ
Ｃ
の
ほ
か
、
複
製
本（

写
真
帳
も

し
く
は
コ
ピ
ー
本）

を
配
架
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
申
請
な
し
で
閲
覧
で
き
る

ほ
か
、
電
子
コ
ピ
ー
に
よ
る
複
写
も
可
能
で
あ
る
。
現
在
、
所
蔵
資
料
の
う
ち

一
六
、
四
八
二
点
と
、
国
文
学
研
究
資
料
館（

東
京）

等
県
内
外
の
機
関
が
所



公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

七
〇

受
け
付
け
て
い
る
。
公
文
書
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
は
大
半
が
県
庁
職
員
な

ど
行
政
関
係
者
で
あ
る
。

④
古
文
書
相
談

平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら
、
毎
月
第
二
・
四
火
曜
日
の
午
後
を「

古
文
書
相

談
日」

と
し
た
。
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
と
個
人
が
所
有
す
る
資
料
に
限
り
、

読
め
な
い
部
分
の
解
読
を
補
助
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
全
文
解
読
や
書
画

の
解
読
お
よ
び
鑑
定
は
扱
わ
な
い
。
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
一

節
を
割
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

二
 
平
成
二
十
四
年
度
の
新
た
な
取
り
組
み

前
節
の
現
状
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
四
年
度
に
は
次
の
よ
う
な
新
た
な
取
り

組
み
を
行
っ
た
。

①
絵
図
モ
ニ
タ
ー
の
設
置

閲
覧
・
利
用
面
で
の
大
き
な
取
り
組
み
が
、
閲
覧
室
内
へ
の
絵
図
専
用
モ
ニ

タ
ー
設
置
で
あ
る
。
絵
図
資
料
約
二
、
六
〇
〇
点
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ

化
し
た
約
八
〇
〇
点
が
こ
の
モ
ニ
タ
ー
で
閲
覧
で
き
る
。
画
面
上
に
は
画
像
・

資
料
名
の
ほ
か
、
サ
イ
ズ
や
形
状
な
ど
の
基
本
情
報
が
表
示
さ
れ
、
端
書
・
裏

書
な
ど
の
有
無
も
確
認
で
き
る
。
画
像
の
拡
大
・
縮
小
や
回
転
も
可
能
で
あ
る

た
め
、
広
げ
に
く
い
大
型
絵
図
や
損
傷
の
あ
る
絵
図
で
も
、
鮮
明
か
つ
良
好
な

有
す
る
県
関
係
文
書
六
、
四
〇
二
点
の
複
製
本
も
配
架
し
、
利
用
者
の
自
由
な

閲
覧
に
供
し
て
い
る
。

②
公
文
書
館
講
座

開
館
当
初
の
平
成
五
年
は
古
文
書
解
読
研
究
会
を
県
北
・
県
南
・
中
央
の
三

地
区
で
実
施
し
た
が
、翌
六
年
以
降
は
館
内
で
古
文
書
講
座
を
開
催
し
て
き
た
。

現
在
は「

公
文
書
館
講
座」
と
し
て
、「

古
文
書
解
読
コ
ー
ス」（

入
門
編
・
初

級
編
各
三
回
／
上
級
編
四
回）
と
、
公
文
書
館
の
活
動
や
資
料
に
つ
い
て
紹
介

す
る「

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス」（
全
四
回）

を
実
施
し
て
い
る
。

「

古
文
書
解
読
コ
ー
ス」

は
古
文
書
班
の
職
員（

嘱
託
を
含
む）

が
担
当
し
、

く
ず
し
字
の
読
み
方
、
返
読
文
字
な
ど
古
文
書
の
基
本
か
ら
学
ぶ
、
い
わ
ゆ
る

解
読
講
座
で
あ
る
。「

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス」
は
古
文
書
・
公
文
書
両
班
の

職
員
が
担
当
し
、
資
料
紹
介
か
ら「

公
文
書
館
と
は
何
か」
な
ど
幅
広
い
テ
ー

マ
を
扱
う
も
の
で
、
他
館
で
は
歴
史
講
座
と
し
て
開
催
さ
れ
る
も
の
に
近
い
。

両
コ
ー
ス
と
も
教
材
に
は
所
蔵
資
料
を
使
用
す
る
。

各
回
と
も
募
集
は
四
〇
名
程
度
で
、
平
成
二
十
四
年
度
の
受
講
者
は
全
講
座

を
通
じ
て
三
四
〇
名
で
あ
っ
た
。

③
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
対
応

基
本
的
に
は
所
蔵
資
料
に
関
わ
る
内
容
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は

前
述
の
と
お
り
歴
史
全
般
を
含
む
様
々
な
質
問
に
も
対
応
し
て
い
る
。
来
館
者

か
ら
直
接
受
け
る
質
問
の
他
に
、
電
話
・
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
文
書
で
も
随
時



状
態
で
見
ら
れ
る
の
が
魅
力
で
あ
る
。
ま
た
、
絵
図
の
閲
覧
は
複
製
品
に
つ
い

て
も
申
請
が
必
要
だ
が
、
モ
ニ
タ
ー
の
場
合
は
手
続
な
し
で
自
由
に
使
用
で
き

る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に
と
っ
て
非
常
に
利
便
性
が
高
い
と
い
え
る
。

ま
た
、
今
年
度
の
企
画
展『

絵
図
に
み
る
近
世
秋
田』

で
は
、
こ
の
画
像
デ

ー
タ
を
使
っ
て
展
示
パ
ネ
ル
を
作
成
し
た
ほ
か
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
一
角
に
デ

ー
タ
化
事
業
と
絵
図
モ
ニ
タ
ー
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
た
。
企
画
展

開
始
前
後
に
複
数
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
や
新
聞
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
期
間

中
は
展
示
を
見
た
後
に
閲
覧
室
を
訪
れ
、
モ
ニ
タ
ー
を
操
作
す
る
人
々
の
姿
が

少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
。
史
跡
案
内
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
研
修
の
た

め
企
画
展
を
訪
れ
た
際
も
、
最
も
人
気
が
高
か
っ
た
の
が
絵
図
モ
ニ
タ
ー
で
あ

る
。
特
に
城
下
絵
図
は
現
在
の
町
並
と
比
較
で
き
る
た
め
、
武
家
地
の
屋
敷
割

を
拡
大
し
て
熱
心
に
検
証
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
一
般
の
利
用
者
に
加
え
、
企

画
展
の
来
場
者
に
も
好
評
を
博
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。

②
公
文
書
館
講
座

今
年
度
は
公
文
書
館
講
座
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
行
わ
れ
た
。
昨
年
度
ま
で
は

「

古
文
書
入
門
コ
ー
ス」（

六
回）

・「

古
文
書
解
読
コ
ー
ス」（

四
回）

・「

ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス」（

四
回）

の
三
コ
ー
ス
制
で
行
っ
て
い
た
が
、
今
年
は
解
読

部
門
を「

古
文
書
解
読
コ
ー
ス」

と
し
て
ま
と
め
た
上
で「

入
門
編」（

三

回）

・「

初
級
編」（

三
回）

・「

上
級
編」（

四
回）

と
し
た
。
昨
年
度
ま
で
の

「

入
門
コ
ー
ス」

に
相
当
す
る
内
容
を「

入
門
編」

・「

初
級
編」

の
二
段
階
に

分
け
る
こ
と
で
、
受
講
者
が
各
自
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
講
座
を
選
び
や
す
い
よ

う
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
講
座
受
講
者
の
中
に
は「

受
講
し
た
い
と
思
い
つ
つ
、
講
座
の
レ
ベ

ル
に
つ
い
て
行
け
な
い
の
で
は…

と
心
配
で
迷
っ
て
い
た
。
今
年
は
思
い
き
っ

て
申
し
込
む
こ
と
に
し
た」

と
い
う
声
が
あ
っ
た
。
意
欲
を
持
ち
つ
つ
も
踏
み

出
せ
ず
に
い
る
人
々
に
、
言
わ
ば「

気
軽
に」

参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
一

定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
見
て
い
い
。

ま
た
、
講
座
で
は
毎
年
コ
ー
ス
ご
と
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
た
が
、

今
年
度
は
一
回
ご
と
に
実
施
し
た
。
受
講
者
の
感
想
を
よ
り
詳
細
に
知
る
こ
と

と
、
次
回
に
反
映
で
き
る
意
見
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
試
み

で
あ
る
。
マ
イ
ク
の
使
い
方
や
資
料
配
付
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
に
関
す
る
意
見

は
、
講
師
に
と
っ
て
非
常
に
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

③
新
利
用
案
内
の
作
成

平
成
二
十
五
年
に
開
館
二
十
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
新
た
な
利
用
案
内

を
作
成
中
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
Ａ
４
三
つ
折
り
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
状
の
利
用

案
内
を
使
用
し
て
い
た
が
、
形
状
を
Ａ
４
版
・
二
〇
ペ
ー
ジ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

状
に
刷
新
し
た
。
県
指
定
有
形
文
化
財
を
中
心
に
所
蔵
資
料
を
前
面
に
押
し
出

し
、
利
用
者
が
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
書
庫
の
様
子
を
紹
介
す
る
な
ど
、

視
覚
に
訴
え
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
公
文
書
の
保
存
・
公
開
の
過
程

や
、
閲
覧
利
用
の
流
れ
を
図
式
化
し
、
公
文
書
館
に
馴
染
み
の
な
い
人
に
も
、

業
務
内
容
や
利
用
方
法
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
心
が
け
た
。
完
成

は
平
成
二
十
五
年
三
月
を
予
定
し
て
い
る
。

公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

七
一



公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

七
二

基
本
的
に
は「

解
読
を
全
面
的
に
請
け
負
う」

の
で
は
な
く
、「

自
力
で
の

解
読
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス」

が
古
文
書
相
談
で
あ
る
。
当
初
は
解
読
依

頼
の
み
を
想
定
し
て
い
た
が
、
実
際
に
始
ま
っ
て
み
る
と
保
存
方
法
や
寄
贈
の

手
続
な
ど
、
古
文
書
自
体
の
扱
い
方
に
関
す
る
相
談
も
寄
せ
ら
れ
た
。
平
成
二

十
一
年
度
以
降
の
相
談
件
数（

平
成
二
十
四
年
度
は
十
一
月
段
階
で
の
数
字）

は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

表
１

初
年
度
は
約
半
数
が
資
料
に
つ
い
て
の
質

問
や
古
文
書
の
読
み
方
の
基
礎
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
が
、
最
近
は
こ
う
し
た
相
談
は
寄
せ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
利
用
者
の
間
で
古
文
書
相

談
日
の
趣
旨
に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
っ
て
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
三
年
度
の
相

談
件
数
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
特
に

こ
の
年
に
相
談
日
数
や
広
報
活
動
等
を
変
更

し
た
実
績
は
な
い
。
理
由
と
し
て
は
、

・
二
十
三
年
度
か
ら
は
完
全
予
約
制
と
し

た
。

・
二
十
二
年
度
は
特
定
の
利
用
者
が
複
数
回

に
わ
た
り
相
談
し
て
い
た
。

・
古
文
書
相
談
自
体
の
需
要
が
い
っ
た
ん
一

段
落
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

三
 
古
文
書
相
談
 
～
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス

当
館
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
毎
月
二
回
の「

古
文
書
相
談

日」

で
あ
る
。
来
館
者
か
ら
所
蔵
す
る
古
文
書
の
解
読
を
希
望
す
る
声
が
起
こ

っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
県
内
に
は
他
に
解
読
に
対
応
で
き
る
公
共
機
関
が
な
い

こ
と
か
ら
、「

業
務
と
し
て
古
文
書
解
読
に
対
応
し
て
は
ど
う
か」

と
い
う
提

案
が
な
さ
れ
た
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
一
環
と
し
て
応
じ
る
の
で
は
な
く
、
解
読

に
特
化
し
た
対
応
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
解
読
を
行
う
か
と
い
う
、
館
と
し
て
の
古
文

書
解
読
へ
の
ス
タ
ン
ス
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
他
県
の
文
書
館
の
例

な
ど
を
参
考
に
班
内
で
検
討
を
重
ね
、
次
の
よ
う
な
方
針
を
定
め
た
。

・
相
談
者
自
身
が
所
蔵
す
る
古
文
書
か
当
館
の
所
蔵
資
料
が
対
象
。

・
全
文
解
読
は
行
わ
な
い
。
相
談
者
が
あ
る
程
度
解
読
し
て
き
た
中
で
読

め
な
い
部
分
の
補
助
を
行
う
。

・
書
画
な
ど
の
解
読
、
価
格
評
価
・
鑑
定
、
懸
賞
や
学
習
課
題
の
回
答
は

対
象
外
と
す
る
。

・
事
前
予
約
制
と
し
、
予
約
時
に
相
談
内
容
や
資
料
の
分
量
を
確
認
す

る
。

・
解
読
は
嘱
託
職
員
が
二
人
ず
つ
、
当
番
制
で
対
応
す
る
。

・
相
談
は
一
人
三
〇
分
以
内
を
目
安
と
す
る
。

年度

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

5

24

2

9

2

5

2

4

0

1

0

0

6

1

0

0

13

32

4

13

所蔵資料

の解読

館蔵資料

の解読

刊本に関

する質問

その他の

質問
合 計



み
に
つ
い
て
ま
と
め
て
き
た
。
最
後
に
、
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
い
く
つ
か

提
案
し
て
み
た
い
。

①
閲
覧
利
用

利
用
者
の
う
ち
、研
究
者
以
外
の
多
く
の
目
的
は
先
祖
調
べ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
利
用
者
の
利
便
性
を
図
る
工
夫
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

隔
月
発
行
の
広
報
紙「

古
文
書
俱
楽
部」

で
は
、
資
料
紹
介
や
古
文
書
に
ま

つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
。
平
成
二
十
一
年
七
月
発
行
の
号

で
、「

公
文
書
館
の
資
料
で
江
戸
時
代
の
先
祖
を
調
べ
る」

と
題
し
、
先
祖
調

べ
の
手
法
を
パ
タ
ー
ン
化
し
て
紹
介
し
た（

資
料
１）

。

資
料
１

公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

七
三

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
二
十
四
年
度
の
利
用
者
は
十
一
月
時
点
で
十
三
人
と
、

二
十
二
年
度
の
数
字
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
県
外
か
ら
の
相
談
者
が
四

名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
す
べ
て
県
出
身
者
だ
が
、
古
文
書
相
談
日
の
周
知
が
な

さ
れ
つ
つ
あ
る
と
解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

都
道
府
県
立
の
文
書
館
で
は
、
山
口
県
文
書
館
や
群
馬
県
立
文
書
館
な
ど
が

こ
う
し
た
形
で
解
読
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、
多
く
は
基
本
的
に
解
読
を
扱
っ

て
い
な
い
。
強
い
要
望
が
あ
っ
た
場
合
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
一
環
と
し
て
受
け

入
れ
る
と
い
う
形
が
多
く
、「
目
録
作
成
が
最
優
先
の
た
め
、
業
務
に
影
響
し

な
い
範
囲
で
対
応
し
て
い
る」

と
い
う
文
書
館
も
あ
っ
た
。

「

古
文
書
相
談
日」

も
、
業
務
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
前
提
で
開
始
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

三
〇
分
と
い
う
時
間
制
限
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で
相

談
者
の
希
望
す
べ
て
に
応
え
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
対
応
し
き
れ
な
い
部
分
は

自
助
努
力
を
待
つ
ほ
か
な
い
。
読
解
力
に
不
安
を
抱
え
る
相
談
者
に
は
、
講
座

（

古
文
書
解
読
コ
ー
ス）

の
受
講
を
勧
め
て
い
る
が
、
実
際
に
古
文
書
相
談
日

の
利
用
を
き
っ
か
け
と
し
て
、講
座
を
受
講
し
は
じ
め
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。

古
文
書
相
談
か
ら
講
座
へ
、
と
い
う
新
た
な
利
用
拡
大
の
流
れ
が
期
待
さ
れ

る
。

四
 
今
後
の
課
題
 
～
利
用
者
の
満
足
度
向
上
の
た
め
に

以
上
、
当
館
が
行
っ
て
き
た
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
と
、
近
年
の
新
た
な
取
り
組



公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

七
四

講
座
の
回
数
増
を
希
望
す
る
声
は
毎
年
あ
る
。
他
館
の
講
座
で
は
大
学
な
ど

か
ら
外
部
講
師
を
招
い
て
行
う
場
合
も
多
い
が
、
当
館
で
は
職
員
の
み
で
対
応

し
て
お
り
、
講
座
の
増
設
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

こ
う
し
た
希
望
が
多
い
背
景
に
は
、
県
内
で
他
に
解
読
講
座
を
行
う
機
関
が

な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。「

も
っ
と
読
み
た
い」

と
い
う
利
用
者
の
希
望
に

応
え
る
た
め
に
は
、
館
主
催
で
の
講
座
と
い
う
形
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
様
々
な
方

法
を
模
索
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

前
述
の
尼
崎
市
で
は
、
資
料
館
が
過
去
に
開
催
し
た
解
読
講
座
の
受
講
者
に

よ
る
自
主
学
習
グ
ル
ー
プ
が
発
足
し
、
そ
の
活
動
を
資
料
館
が
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
る
、
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
当
館
の
講
座
は
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
く
、
特
に
上

級
編
の
受
講
者
は
古
文
書
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
尼
崎
市
と
同
様
の
発

展
を
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
講
座
の
一
環
で
こ
う
し
た

自
主
グ
ル
ー
プ
の
活
動
例
を
紹
介
し
、
情
報
提
供
を
行
っ
て
み
た
い
。

新
潟
県
立
文
書
館
で
は「

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
古
文
書
講
座」

と
し
て
、
Ｈ
Ｐ

上
で
原
資
料
の
写
真
と
翻
刻
文
・
解
説
を
掲
載
し
て
い
る
。
新
た
に
Ｈ
Ｐ
用
の

教
材
を
作
成
す
る
の
は
業
務
上
の
負
担
が
大
き
い
が
、
過
去
に
実
施
し
た
講
座

の
内
容
を
ア
ッ
プ
し
た
り
、
翻
刻
文
の
あ
る
資
料
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
あ

れ
ば
、
比
較
的
取
り
組
み
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

③
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
対
応

電
話
・
メ
ー
ル
等
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
中
で
調
べ
た
い
資
料
が
特
定
さ
れ
て

く
る
と
、「

資
料
の
コ
ピ
ー（

複
写）

を
送
っ
て
欲
し
い」

と
い
う
要
望
が
お

こ
れ
を
簡
易
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
閲
覧
室
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
利
用
者
の

調
査
の
一
助
と
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

②
公
文
書
館
講
座

こ
こ
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
記
述
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
一
部
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
た
い
。

・「

平
日
の
講
座
は
午
後
六
時
以
降
の
方
が
、
若
い
方
も
参
加
で
き
る」

公
文
書
館
講
座
の
う
ち
、
古
文
書
解
読
コ
ー
ス
の
入
門
編
・
初
級
編
は
土
曜

午
後
に
、
上
級
編
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス
は
金
曜
午
後
に
開
催
し
て
い
る
。

こ
れ
を
午
後
六
時
以
降
に
、
と
い
う
提
案
だ
が
、
公
文
書
館
閲
覧
室
自
体
が
午

後
六
時
で
閉
館
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
実
現
は
難
し
い
。
土
曜
開
催
の
講

座
に
つ
い
て
は
、
隣
接
す
る
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
午
前
に
各
種
講
座
が
開
催

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、「

一
度
に
受
講
で
き
て
便
利」
と
い
う
意
見
が
あ

る
な
ど
概
ね
好
評
で
あ
る
。

・「

午
前
・
午
後
の
二
部
に
分
け
、
二
日
間
で
集
中
開
催
し
て
ほ
し
い」

日
程
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス
以
外
の
講

座
は
昨
年
度
は
隔
週
開
催
で
あ
っ
た
が
、
今
年
度
は
毎
週
開
催
と
し
た
た
め
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
隔
週
・
毎
週
と
も
ほ
ぼ
同
じ
割

合
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
受
講
者
の
希
望
に
対
応
す
る
の
は
難
し
く
、
現
実
的

に
は
当
館
お
よ
び
併
設
す
る
図
書
館
の
業
務
・
行
事
と
調
整
し
な
が
ら
、
隔
週

も
し
く
は
毎
週
開
催
と
し
て
い
く
ほ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

・「

上
級
編
を
年
二
回
開
催
し
て
ほ
し
い」



こ
っ
て
く
る
。
当
館
で
は
現
時
点
で
コ
ピ
ー
郵
送
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
な

い
が
、
文
書
館
に
よ
っ
て
は
、
刊
行
本
な
ど
に
限
り
応
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「

資
料
保
存
機
関
と
し
て
コ
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
行
う
べ

き
か
否
か」
と
い
う
議
論
が
改
め
て
必
要
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
コ
ピ
ー
を
希
望
さ
れ
る
資
料
は
ほ
ぼ
原
資
料
で
あ
り
、
電
子
複
写

よ
り
も
写
真
撮
影
が
中
心
と
な
る
。
現
在
、「

資
料
を
見
た
い
が
遠
方
で
あ
り

来
館
が
難
し
い」

と
い
う
場
合
に
は
、
代
行
業
者
に
よ
る
写
真
撮
影
と
い
う
手

段
を
紹
介
し
て
い
る
。
コ
ピ
ー
希
望
者
に
つ
い
て
も
同
じ
対
応
で
概
ね
ご
理
解

を
い
た
だ
い
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
新
た
に
コ
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
る
理
由

は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

そ
の
他
の
問
題
点
と
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
受
け
た
職
員
の
知
識
や
経
験

年
数
に
よ
っ
て
、
回
答
の
質
・
量
に
差
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
挙
げ

ら
れ
る
。
個
々
の
努
力
に
求
め
ら
れ
る
部
分
が
大
き
い
問
題
だ
が
、
改
善
し
て

い
く
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
現
在
ペ
ー
パ
ー
で
保
存
し
て
い
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
内
容
を

デ
ー
タ
化
し
、内
容
ご
と
に
分
類
し
て
保
存
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

同
じ
資
料
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
例
が
あ
れ
ば
応
用
が
可
能
で
あ
り
、
経
験

の
浅
い
職
員
の
参
考
と
も
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
過
去
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

の
傾
向
を
把
握
し
、
効
率
的
な「

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
目
録」

を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

公
文
書
館
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
て

七
五

④
古
文
書
相
談

開
始
か
ら
四
年
目
を
迎
え
、
古
文
書
相
談
の
趣
旨
も
定
着
し
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
現
在
、
解
読
の
対
象
と
す
る
資
料
は
相
談
者
が
所
有
す
る
も
の
か
館

蔵
資
料
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
に
対
応
し
て
い
る
文
書
館

も
あ
る
。
対
象
と
す
る
資
料
の
範
囲
は
、
今
後
の
検
討
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。講

座
や
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
も
同
様
だ
が
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大

す
る
場
合
、
調
査
・
研
究
や
目
録
作
成
な
ど
他
の
業
務
と
の
兼
ね
合
い
が
問
題

で
あ
る
。
利
用
者
の
希
望
に
は
可
能
な
限
り
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が

組
織
の
規
模
が
限
ら
れ
て
い
る
以
上
、「

可
能
な
限
り」

が
ど
こ
ま
で
な
の
か

を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
業
務
全
体
に
影
響
す
る
危
険
が
あ
る
。
サ
ー

ビ
ス
拡
大
を
進
め
る
場
合
は
、
質
の
低
下
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
事
前
に
十

分
な
配
慮
と
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
、
現
状
で
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
可
能
性
を
様
々
に
あ
げ
て
み
た
が
、
今

後
は「

ネ
ッ
ト
上
で
の
資
料
閲
覧」

や「

デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド」

な
ど
の

希
望
へ
の
対
応
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
今
年
度
末
ま
で
に
東
大
史
料
編
纂
所
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス「

日
本
古
文
書
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ」（

目
録
情
報）

と
リ
ン

ク
し
た
パ
ソ
コ
ン
を
閲
覧
室
に
設
置
予
定
で
あ
る
。
現
時
点
で
閲
覧
可
能
な
資

料
は
、
か
つ
て
同
編
纂
所
が
撮
影
し
た
当
館
所
蔵
の「

秋
田
藩
家
蔵
文
書」

の

み
だ
が
、
将
来
的
に
は
相
互
に
秋
田
藩
関
係
の
歴
史
情
報
を
検
索
で
き
る
シ
ス
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テ
ム
を
め
ざ
し
て
い
る
。
ま
た
、
秋
田
県
立
図
書
館
な
ど
県
内
六
機
関
に
よ
る

「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ」

の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
各
機
関
の

所
蔵
資
料
を
検
索
・
閲
覧
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
、
一
部
の
資
料
は
す
で
に
公
開

済
み
で
あ
る
。
当
館
も
参
加
を
予
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
文
書
館
の「

利
用
者」

と
は
、
実
際
に
来
館
し
て
資
料
を
閲
覧
す

る
人
々
を
想
定
し
て
き
た
。
だ
が
、
電
話
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
寄
せ

る
人
々
も
ま
た「

利
用
者」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
も「

サ
ー
ビ
ス」

で
あ
る
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
が
急
速
に
拡
大
し
て
き
た
現
在
に
お
い
て
、
メ
ー
ル

で
問
合
せ
た
り
Ｈ
Ｐ
上
で
資
料
検
索
・
閲
覧
す
る
人
々
も「

利
用
者」

で
あ
り
、

こ
う
し
た
人
々
へ
の
対
応
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
も
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
青
木
睦
氏
が

「

利
用
な
く
し
て
保
存
な
し」

と
い
う
言
葉
を
紹
介
さ
れ
た

（
４）

。
資
料
の
歴
史
的

価
値
が
ど
れ
ほ
ど
高
く
て
も
、
死
蔵
で
は
意
味
が
な
い
。
一
見
あ
り
ふ
れ
た
資

料
で
も
、
必
要
と
さ
れ
る
誰
か
の
目
に
触
れ
た
時
に
は
、
そ
の
研
究
や
ル
ー
ツ
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
あ
く
ま
で
も
利
用

の
た
め
の
保
存
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、「

ど
う
見
て
も
ら
え
る
か」「

ど
う
知

っ
て
も
ら
え
る
か」

を
考
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

お
 
わ
 
り
 
に

昭
和
最
後
の
夏
。
某
高
校
の
文
芸
部
で
は
迫
り
来
る
学
校
祭
の
展
示
に
思
い

悩
ん
だ
揚
げ
句
、「

過
去
の
発
行
物
す
べ
て
見
せ
ま
す
！」

と
い
う
逃
げ
の
一

手
を
打
っ
た
。
毎
年
発
行
し
て
い
る
部
誌
か
ら
ゲ
リ
ラ
的
に
刷
っ
て
は
各
教
室

に
ば
ら
ま
い
て
い
る
短
編
集
ま
で
、
と
に
か
く
全
部
並
べ
て
し
ま
え
と
い
う
投

げ
や
り
な
作
戦
で
あ
る
。
準
備
は
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
た
。
学
校
祭
初
日
。

在
校
生
・
一
般
客
と
も
ほ
と
ん
ど
素
通
り
で
あ
る
。
案
の
定
と
は
言
え
、
部
員

一
同
い
よ
い
よ
投
げ
や
り
に
な
っ
た
二
日
目
、
母
娘
と
お
ぼ
し
き
二
人
連
れ
が

展
示
を
丁
寧
に
眺
め
て
い
た
。
や
が
て
娘
ら
し
き
女
性
が
、
か
な
り
古
い
部
誌

を
手
に
部
員
を
呼
ん
だ
。
執
筆
者
に
父
の
名
前
が
あ
る
の
で
、
一
部
頒
け
て
ほ

し
い
と
言
う
。
予
想
外
の
展
開
に
戸
惑
っ
た
が
、
あ
い
に
く
そ
の
号
は
一
部
し

か
残
っ
て
い
な
い
。
相
談
の
結
果
、
執
筆
し
た
ペ
ー
ジ
と
表
紙
を
コ
ピ
ー
す
る

こ
と
に
し
た
。
部
長
が
コ
ピ
ー
を
手
渡
す
と
、
母
親
ら
し
き
女
性
が
か
す
か
に

涙
を
浮
か
べ
た
。
た
ぶ
ん
、
我
々
の
大
先
輩
に
あ
た
る
そ
の
人
は
、
す
で
に
故

人
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
部
員
一
同
、
二
人
を
見
送
り
な
が
ら
、
今
年
の

展
示
は
彼
女
た
ち
の
た
め
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
。
某
県
公
文
書
館
の
学
芸
主
事
は
、
電
話
で
あ
る
所
蔵

資
料
に
つ
い
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
受
け
た
。
実
際
に
見
て
み
る
と
、
戦
前
の
葉

書
で
あ
る
。
概
容
を
ふ
た
た
び
電
話
で
報
告
す
る
と
、
丁
寧
な
お
礼
の
後
で
、

自
分
は
受
取
人
の
孫
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
た
。
あ
の
夏
、
学
校
祭
の
展
示
を
じ

っ
と
見
つ
め
て
い
た
二
人
の
姿
が
蘇
っ
た
。

公
文
書
館
を
訪
れ
る
人
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
一
人
一
人
に

理
由
が
あ
り
、
目
的
が
あ
る
。
歴
史
が
好
き
だ
か
ら
。
業
務
に
必
要
な
資
料
が

な
い
か
。
地
域
の
歴
史
に
興
味
が
あ
る
。
先
祖
に
つ
い
て
知
り
た
い
。
身
近
な
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人
の
足
跡
を
探
し
て
い
る
。…

そ
う
し
た
様
々
な
思
い
に
で
き
る
限
り
応
え
る
の
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
サ

ー
ビ
ス
で
あ
る
。
満
足
し
て
も
ら
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
、
何
ら
か
の
力

に
な
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
扱
う
者
の
役
割
で
あ
り
、

存
在
意
義
の
根
幹
な
の
だ
ろ
う
。

（

古
文
書
班
 
な
べ
し
ま
 
ま
こ
と）

註(

１)

平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
短
期
コ
ー
ス
 
Ⅳ
 
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
管
理
の
実
際
 
１
 
地
域
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
 
辻
川
 
敦

(

２)

齋
藤
奈
美
・
太
田
研「

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
普
及
活
動
の
進
展」（

秋
田

県
公
文
書
館
研
究
紀
要
第
十
八
号）

(

３)

平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
短
期
コ
ー
ス
 
Ⅲ
 
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
管
理
論
 
７
 
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
開
と
普
及
活
動
 
加
藤
聖
文

(

４)

平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
短
期
コ
ー
ス
 
Ⅲ
 
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
管
理
論
 
５
 
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
存
環
境
と
劣
化
損
傷
の
予
防
 
青
木

睦

※
本
稿
は
国
文
学
研
究
資
料
館
主
催
の
平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ

ジ
短
期
コ
ー
ス
の
終
了
論
文
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。



七
八

は
 
じ
 
め
 
に

今
年
度
よ
り
数
年
間
を
か
け
て
、「
湊
文
書」

か
ら
湊
国
季（

曽
兵
衛）

の

御
用
日
記
の
翻
刻
文
を
資
料
紹
介
と
し
て
掲
載
す
る
。

紹
介
予
定
の
資
料
は
次
の
通
り
。

①
湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

文
政
七
年（
一
八
二
四）

②
湊
八
九「

日
記」（

〃
 
 
 ）

文
政
八
年（

一
八
二
五）

③
湊
九
〇「

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記」

文
政
九
年（

一
八
二
六）

④
湊
九
一「

〃
 
 
 」

文
政
十
年（

一
八
二
七）

一
～
六
月

⑤
湊
九
二
│
一「

郡
方
吟
味
役
勤
中
日
記」

文
政
十
年（

一
八
二
七）

閏
六
～
十
二
月

⑥
湊
九
二
│
二「

〃
 
 
 」

文
政
十
一
年（

一
八
二
八）

⑦
湊
九
四
│
三
、
四「

〃
 
 」

文
政
十
二
年（

一
八
二
九）

「

湊
文
書」

は
文
政
・
天
保
期
に
地
方
行
政
を
担
っ
た
湊
曽
兵
衛
家
の
伝
来

文
書
群
で
あ
り
、昭
和
四
十
七
年
に
子
孫
か
ら
県
立
秋
田
図
書
館
に
委
託
さ
れ
、

当
館
開
館
に
伴
っ
て
移
管
さ
れ
た
。

湊
家
は
秋
田
の
戦
国
大
名
で
あ
っ
た
湊
安
東
氏
の
庶
流
で
、
初
め
安
東
氏
と

称
し
て
い
た
が
、
湊
氏
に
戻
っ
た
。
湊
家
の
家
系
は
、
藩
に
提
出
さ
れ
た
系
図

に
よ
る
と
次
の
通
り
。

「

安
東
氏
季（

安
東
愛
季
庶
流）

│
某
│
種
季
│
恒
季
│
湊
道
季

│
年
季
│
規
季
│
兼
季
│
国
季（

曽
兵
衛）

│
興
季
│
則
季」

住
居
は
築
地
下
東
町
で
同
町
の
町
役
で
あ
っ
た
。石
高
は
四
〇
～
五
〇
石
で
、

四
屋
村（

大
仙
市）

と
三
梨
村（

湯
沢
市）

に
領
地
が
あ
り
、
井
川
町
に
開
田

が
あ
っ
た
。

湊
曽
兵
衛
国
季（

生
年
不
明
～
一
八
五
九）

は
、
郡
方
の
役
方
の
御
用
日
記

を
大
量
に
残
し
て
お
り
、
そ
の
日
記
は
文
政
四
年（

一
八
二
一）

か
ら
安
政
五

年（
一
八
五
八）

ま
で
三
八
年
間
、
全
一
〇
九
册（

実
数
は
一
二
八
册）

と
な

っ
て
い
る
。

国
季
の
役
職
と
在
職
期
間
及
び
資
料
番
号
・
資
料
名
は
次
の
通
り
。

〈
資
料
紹
介〉

湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）文

政
七
年
甲
申
三
月
 
国
季



・
文
政
四
～
七
年
 
御
厩
請
払
役

湊
八
四
～
八
七「

御
厩
請
払
役
勤
中
日
記」

六
册

・
文
政
七
～
十
年
 
郡
方
見
回
役
加
勢

湊
八
八
～
九
一「

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記」

四
册

・
文
政
十
～
十
三
年
 
郡
方
吟
味
役

湊
九
二
～
九
四
、
一
七
三「

郡
方
吟
味
役
勤
中
日
記」

六
册

・
文
政
十
三
年
 
御
副
役

湊
九
五
～
九
六「

御
副
役
日
抄」

二
册

・
天
保
二
～
十
四
年
 
郡
奉
行

（

天
保
五
年
か
ら
は
勘
定
奉
行
兼
帯）

湊
四
二
、
九
七
～
一
五
三

「（

回
在
中）

日
抄」「（

回
在
中）

御
用
留
書」
六
一
册

（

同
年
の
も
の
で
複
数
册
が
あ
る
も
の
が
あ
り
実
数
は
八
〇
册）

・
天
保
十
四
～
安
政
五
年

湊
四
三
～
五
〇
、
九
九
九
～
一
〇
〇
九
、
一
〇
三
五

「

私
用
雑
記」

三
〇
册

こ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
、
一
二
年
間
勤
め
た
郡
奉
行
の
御
用
記
録
が
半
数
以

上
を
占
め
、担
当
し
た
雄
勝
・
平
鹿
・
仙
北
の
各
郡
を
回
在
し
た
記
録
で
あ
り
、

郡
奉
行
の
職
務
の
実
態
や
近
世
後
期
の
秋
田
藩
の
農
村
の
状
況
を
同
時
代
に
記

録
し
た
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

七
九

天
保
十
四
年（

一
八
四
三）

の
郡
奉
行
退
任
後
も
、「

私
用
雑
記」

と
し
て

日
常
生
活
を
書
き
続
け
た
。
日
記
に
は
同
僚
で
あ
っ
た
郡
方
役
人
や
近
隣
の
藩

士
と
の
交
際
、
知
行
地
で
の
開
発
の
様
子
な
ど
、
晩
年
の
国
季
の
生
活
が
わ
か

る
。湊

文
書
は
当
館
で
の
再
整
理
に
よ
り
一，

二
八
〇
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

整
理
方
法
は
、
十
進
分
類
の
内
容
に
基
づ
い
て
五
二
項
目
に
分
け
、
そ
の
項
目

ご
と
に
年
代
順
に
並
べ
た
も
の
を
、
通
し
番
号
で
整
理
し
た
た
め
、
資
料
番
号

は
原
秩
序
を
表
し
て
い
な
い
。

資
料
群
の
特
色
と
し
て
は
、
江
戸
期
八
六
〇
点（

六
七
％）

・
明
治
期
四
二

〇
点（

三
三
％）

で
、
江
戸
期
は
国
季
に
よ
る
整
理
と
御
用
日
記
が
か
な
り
の

量
を
占
め
、
明
治
期
以
降
の
も
の
は
借
用
証
が
最
も
多
く
経
済
関
係
が
多
い
。

湊
国
季
の
郡
方
役
人
と
し
て
の
御
用
日
記
は
、
資
料
と
し
て
の
貴
重
性
か
ら

翻
刻
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
今
号
か
ら
前
公
文
書
館
副
館
長
で
あ

っ
た
金
森
正
也
氏（

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長）

が
在
任
中
に
翻
刻
作
業
を
行

っ
た
分
に
つ
い
て
、
研
究
紀
要
に
お
い
て
紹
介
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
特
に
県
南
地
区
の
藩
政
期
の
地
方
知
行
の
様
子
が
解
明
さ
れ
る

事
を
期
待
す
る
。

な
お
、
未
読
の
箇
所
は
□
で
示
し
て
あ
り
、
紀
要
本
文
の
体
裁
に
合
わ
せ
て

翻
刻
し
て
あ
る
た
め
、
行
替
え
や
行
頭
の
位
置
が
原
本
と
は
一
致
し
な
い
場
合

が
あ
る
。
そ
の
他
、
不
明
な
点
は
原
本
で
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
。



湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

八
〇

［
日
記
本
文］申

三
月

一
 
十
五
日
、
同
役
関
純
五
郎
同
然
回
在
致
候
付
、
在
処
出
足
、
戸
嶋
村
ニ
而

昼
食
、
同
晩
刈
和
野
村
ニ
而
壱
宿
、

一
 
十
六
日
、
刈
和
野
村
出
足
、
角
間
川
村
ニ
而
昼
食
、
浅
舞
村
御
役
屋
江
純

五
郎
同
様
相
詰
候
、

但
此
節
同
役
跡
部
惣
兵
衛〔

湯
沢
御
役
屋
詰
ニ
而
先
頃
回
在〕

・
同
役

吉
沢
助
左
衛
門〔

横
手
給
人
ニ
而〕

御
詮
義
致
候
も
の
有
之
ニ
付
、
御

役
屋
江
四
・
五
日
以
前
よ
り
右
両
人
相
揃
候
よ
し
、
大
方
御
用
済
之
よ

し
、
純
五
郎
ハ
浅
舞
御
役
屋
詰
、
我
等
事
ハ
回
村
御
用
主
一
之
義
ニ
而

回
在
致
候
、

一
 
十
七
日
、
雄
勝
郡
大
沢
村
左
太
郎
御
苦
柄
之
義
ニ
付
、
右
親
類
御
詮
義
致

候
様
、
回
在
前
純
五
郎
我
等
江
被
仰
付
候
ニ
付
、
親
類
六
人
之
も
の
召
連

罷
越
候
様
、
御
役
屋
詰
御
足
軽
同
村
江
差
遣
候
、

一
 
吉
沢
助
左
衛
門
御
用
明
ニ
而
横
手
江
罷
帰
候
、

一
 
十
八
日
、
大
沢
村
左
太
郎
親
類
之
も
の
共
六
人
御
役
屋
へ
罷
越
候
ニ
付
御

詮
議
江
取
掛
り
申
候
、

一
 
十
九
日
、
右
六
人
之
口
書
相
極
メ
候
処
、
日
暮
ニ
及
口
書
仕
送
兼
、
明
朝

仕
送
候
筈
ニ
致
候
、

一
 
跡
部
惣
兵
衛
御
用
明
ニ
而
湯
沢
江
罷
出
候
、

一
 
廿
日
、
左
太
郎
親
類
六
人
之
口
書
純
五
郎
・
我
等
両
名
ニ
而
豊
田
五
右
衛

門
江
今
朝
仕
送
候
、

一
 
大
沢
村
左
太
郎
一
件
六
人
之
口
書
取
り
御
用
明
ニ
相
成
、
純
五
郎
・
我
等

并
手
付
御
足
軽
御
役
屋
詰
之
内
重
助
召
連
候
而
平
鹿
郡
之
方
回
村
致
候
、

一
 
廿
三
日
、
回
村
向
江
小
栗
忠
蔵
よ
り
純
五
郎
迄
手
紙
ニ
而
申
来
候
は
、
此

度
処
々
御
普
請
江
立
合
見
分
致
候
義
役
頭
よ
り
被
仰
含
候
間
、
早
々
板
井

田
村
迄
可
罷
越
候
様
純
五
郎
江
申
来
候
付
、
我
等
并
手
付
御
足
軽
共
純
五

郎
同
然
ニ
罷
出
候
処
、
十
日
町
村
ニ
而
忠
蔵
ニ
逢
、
依
而
今
晩
大
森
村
ニ

て
三
人
并
手
付
御
足
軽
共
ニ
壱
宿
申
会
致
候
、

一
 
廿
四
日
、
忠
蔵
・
純
五
郎
御
普
請
処
見
分
江
罷
越
、
我
等
事
ハ
手
付
十
助

召
連
候
而
回
村
致
候
、

一
 
廿
六
日
、
役
頭
国
安
亦
左
衛
門
殿
今
晩
中
迄
之
内
ニ
浅
舞
村
御
役
屋
江
御

出
候
義
承
り
候
故
、
御
用
御
伺
申
上
候
義
有
之
、
回
村
向
よ
り
一
ト
先
手

付
十
助
召
連
候
而
御
役
屋
江
立
戻
申
候
、
此
節
吟
味
役
平
山
文
一
郎
役
頭

同
然
御
役
屋
江
被
相
越
候
、

一
 
廿
七
日
、
御
役
屋
江
田
処
主
鈴〔

同
役
横
手
町
駅
場
役
処
江
詰
合
ニ
参

候〕

・
吉
沢
助
左
衛
門
御
役
屋
江
罷
越
候
、

一
 
廿
八
日
、
忠
蔵
・
純
五
郎
御
普
請
処
よ
り
御
役
屋
罷
越
候
、

助
左
衛
門
横
手
江
罷
帰
候
、

一
 
役
頭
我
等
江
被
仰
含
候
は
、
仁
井
山
村
郷
山
江
近
年
ニ
相
至
り
郡
方
御
仕

入
ニ
而
杉
植
立
之
義
被
仰
付
候
処
、
仁
井
山
村
之
も
の
共
斗
ニ
而
は
不
案

堵
而
已
な
ら
す
不
行
届
ニ
候
故
、
以
来
右
片
付
ニ
被
仰
付
候
故
回
村
御
用

明
之
上
山
処
実
地
見
分
致
候
而
差
置
可
申
、
猶
委
曲
之
義
ハ
文
一
郎
江
尋



問
相
談
致
候
義
ニ
被
仰
含
候
、
依
而
則
其
節
文
市
郎
江
為
相
知
、
近
年
杉

植
立
等
之
義
相
尋
候
処
、
仁
井
山
村
肝
煎
十
吉
同
村
之
内
水
沢
村
万
助

〔
市
右
衛
門
と
申
も
の
ゝ
子
共
、
当
時
拠
人〕

、
右
両
人
江
杉
苗
取
立
、
猶

山
処
江
植
立
之
義
迄
主
立
相
勤
候
様
其
節
よ
り
被
仰
付
罷
有
候
間
、
山
見

分
江
可
罷
越
候
故
、
其
砌
当
人
共
よ
り
委
曲
承
り
可
申
よ
し
、
差
図
ニ
有

之
候
、

一
 
明
日
よ
り
主
鈴
・
我
等
両
人
相
揃
候
而
平
鹿
郡
之
内
回
村
可
申
候
義
被
仰

含
候
、
手
付
御
足
軽
召
連
不
申
候
而
回
村
候
義
ニ
被
仰
付
候
、

一
 
雄
勝
・
平
鹿
両
郡
と
も
ニ
貧
富
ニ
不
抱
子
返
シ
致
候
義
ハ
兼
々
於
上
も
被

及
御
聞
充
分
恐
入
候
義
ニ
候
間
、
以
来
厳
重
御
吟
味
之
次
第
此
度
両
郡
吟

味
役
よ
り
村
々
江
被
仰
渡
候
故
、
若
シ
困
窮
ニ
而
往
々
養
育
致
兼
候
も
の

有
之
候
ハ
ヽ
、
其
村
よ
り
願
可
申
出
候
故
、
吟
味
之
上
御
撫
育
三
人
御
扶

持
宛
被
下
置
候
間
、
右
ニ
差
心
得
、
月
々
御
役
屋
江
帳
面
を
以
親
郷
ニ
而

取
纏
差
出
候
義
ニ
被
仰
含
候
、
依
而
村
々
江
左
之
通
り
の
被
仰
渡
ニ
相
成

候
、

覚

御
百
姓
共
数
多
之
子
共
養
育
致
度
候
義
十
分
之
事
ニ
も
候
得
共
、
困

窮
ニ
迫
り
心
な
ら
す
も
子
返
シ
等
致
候
も
の
も
有
之
様
相
聞
得
、
折

角
人
命
御
労
之
御
趣
意
ニ
不
相
叶
奉
恐
入
候
事
ニ
候
、
依
て
以
来
極

窮
ニ
而
子
共
養
育
致
兼
候
も
の
と
も
出
産
之
砌
ニ
も
不
限
、
御
吟
味

之
上
夫
々
御
撫
育
被
成
置
候
間
、左
様
之
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
可
申
出
、

万
一
当
人
共
心
外
之
義
ニ
存
隠
置
候
様
之
事
有
之
候
而
は
、
折
角
御

湊
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八
一

手
厚
御
取
扱
之
筋
ニ
相
戻
り
不
軽
事
ニ
候
、依
之
一
村
限
吟
味
を
遂
、

懐
妊
之
も
の
幾
人
有
之
と
申
義
親
郷
肝
煎
取
纏
御
役
屋
江
書
出
可
申

候
、
右
ニ
付
格
段
御
役
屋
詰
合
被
仰
付
候
事
ニ
候
、
心
得
違
隠
置
候

も
の
於
有
之
ハ
、
当
人
ハ
不
申
及
肝
煎
共
迄
厳
科
ニ
被
処
置
候
間
、

能
々
吟
味
を
遂
可
申
出
候
、

月
日

一
 
廿
九
日
、主
鈴
同
然
平
鹿
郡
之
内
江
回
村
ニ
罷
出
候
付
、御
役
屋
出
足
致
候
、

四
月

一
 
五
日
、
役
頭
新
藤
柳
田
村
江
当
夏
中
平
均
御
竿
被
入
置
候
付
、
右
御
用
ニ

而
三
四
日
以
前
よ
り
浅
舞
御
役
屋
よ
り
引
移
り
候
趣
承
り
ニ
付
、
御
伺
申

上
候
御
用
御
座
候
付
、
主
鈴
同
然
罷
出
申
上
候
処
、
明
日
よ
り
雄
勝
郡
之

内
回
村
可
致
候
義
被
仰
含
、
直
々
新
藤
柳
田
村
出
足
致
候
而
浅
舞
御
役
屋

江
罷
越
候
而
一
宿
致
候
、

一
 
六
日
、
不
相
変
主
鈴
同
様
浅
舞
御
役
屋
出
足
、
雄
勝
郡
之
方
江
回
村
ニ
罷

越
候
、

一
 
十
二
日
、
役
頭
湯
沢
御
役
屋
江
御
出
之
趣
回
村
向
ニ
て
承
り
候
間
、
申
上

候
御
用
有
之
、
未
タ
相
回
り
不
申
候
村
々
も
有
之
候
得
共
、
横
堀
村
よ
り

主
鈴
同
然
一
ト
先
湯
沢
御
役
屋
江
罷
出
候
、

一
 
昼
過
吟
味
役
豊
田
五
右
衛
門
江
横
堀
村
よ
り
申
出
候
は
、
昨
晩
よ
り
之
雨

ニ
而
当
処
橋
流
失
候
故
相
届
候
趣
之
よ
し
、
依
而
早
速
仮
橋
ニ
而
も
掛
往

還
人
馬
滞
無
之
候
様
致
度
候
得
共
段
々
水
相
増
、
其
上
当
村
ニ
舟
無
之
候
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八
二

松
よ
り
願
差
出
置
候
山
処
を
見
分
可
致
候
よ
し
ニ
付
、
其
段
役
頭
へ
も

申
上
候
処
其
通
り
ニ
可
仕
候
義
ニ
付
、
大
森
む
ら
昼
食
宿
江
同
人
催
促

致
候
而
申
含
候
は
、
兼
て
願
差
出
置
候
二
ケ
山
此
度
見
分
可
致
候
様
被

仰
含
候
故
、
明
日
仁
井
山
村
山
見
分
致
候
故
其
元
よ
り
差
上
申
度
候
よ

し
之
山
相
心
得
候
も
の
可
有
之
候
故
、
雨
天
ニ
無
之
候
ハ
ヽ
誰
也
仁
井

山
村
迄
差
遣
可
申
候
段
篤
と
申
含
候
処
承
知
之
趣
ニ
有
之
候
、

一
 
十
七
日
、
仁
井
山
村
杉
植
立
候
場
処
見
分
致
候
付
、
同
村
肝
煎
十
吉
并
萬

助〔

両
人
共
杉
植
立
之
世
話
役
人〕

先
立
ニ
而
罷
越
、
去
年
中
植
立
杉
之

内
枯
候
跡
江
苗
木
有
切
ニ
而
三
百
本
今
日
立
会
之
上
沢
処
江
為
植
申
候
、

委
曲
之
義
別
記
有
之
故
爰
ニ
略
ス
、

大
森
村
亥
之
松
、
今
日
仁
井
山
村
江
罷
越
、
当
人
願
山
を
も
見
分
致
候
、

委
曲
別
記
ニ
有
り
、

一
 
十
八
日
、
仁
井
山
村
御
用
明
ニ
相
成
、
同
村
出
立
、
昼
食
な
し
ニ
而
浅
舞

御
役
屋
江
参
候
、

此
節
吟
味
役
山
方
喜
兵
衛
・
文
市
郎
同
役
純
五
郎
居
合
候
故
、
文
市
郎

江
仁
井
山
村
杉
植
立
山
之
義
見
分
之
次
第
為
相
知
候
、

一
 
十
九
日
、
浅
舞
御
役
屋
出
立
、
岩
崎
村
御
役
屋
ニ
而
昼
食
、
湯
沢
町
御
役

屋
江
相
詰
候
、

此
節
岩
崎
御
役
屋
ニ
忠
蔵
居
合
候
て
噺
ニ
ハ
、
古
米
御
払
之
分
大
体
御

蔵
元
共
江
相
渡
候
間
、
明
日
方
帰
宅
申
度
よ
し
ニ
有
之
候
、

一
 
廿
日
、
御
足
軽
長
蔵
罷
越
申
聞
候
は
、
去
未
九
月
中
小
野
岡
村
権
六
と
申

も
の
ゝ
田
面
ニ
而
刈
取
り
差
置
候
、
稲
ノ
内
被
盗
取
候
付
、
其
村
い
ろ
 

得
ハ
外
ニ
可
仕
よ
ふ
無
之
候
義
申
出
ニ
付
、
山
田
村
近
郷
申
合
、
割
合
ニ

而
弁
用
居
候
舟
御
借
上
ニ
相
成
候
ニ
付
、
右
舟
場
江
御
足
軽
内
蔵
允
被
差

遣
候
而
横
堀
村
迄
引
登
セ
候
ニ
付
、
右
横
堀
村
よ
り
差
出
候
郷
人
足
指
揮

可
致
候
様
被
申
付
候
由
、
若
シ
横
堀
村
よ
り
差
出
候
人
足
ニ
而
行
足
り
不

申
候
ハ
ヽ
川
前
通
村
々
江
右
之
段
掛
合
為
指
出
候
義
ニ
可
取
計
候
趣
ニ
有

之
候
、
此
節
五
右
衛
門
・
吟
味
役
片
岡
矢
右
衛
門
・
忠
蔵
・
惣
兵
衛
・
主

鈴
・
我
等
ニ
有
之
候
、

一
 
十
三
日
、
役
頭
被
仰
含
候
は
、
雄
勝
郡
之
内
相
回
り
不
申
村
々
も
有
之
よ

し
ニ
候
得
共
、
舟
渡
利
次
第
惣
兵
衛
・
主
鈴
帰
宅
可
申
、
我
等
事
ハ
仁
井

山
村
杉
植
立
山
江
罷
越
、
右
見
分
相
済
候
ハ
ヽ
湯
沢
御
役
屋
詰
可
致
、
御

役
屋
ニ
而
御
用
無
之
候
ハ
ヽ
、
駅
場
役
処
江
手
透
次
第
罷
越
可
申
候
義
被

仰
含
候
、

一
 
十
五
日
、
主
鈴
同
然
湯
沢
御
役
屋
出
足
、
主
鈴
ハ
横
手
江
罷
越
、
十
七
日

同
処
出
立
帰
宅
之
積
、
惣
兵
衛
ハ
湯
沢
よ
り
十
七
日
出
立
同
断
、
我
等
は

今
晩
浅
舞
御
役
屋
ニ
而
一
宿
、

純
五
郎
浅
舞
御
役
屋
詰
ニ
而
居
候
得
共
、
御
用
有
之
候
而
今
朝
よ
り
横
手

江
罷
出
候
よ
し
、
但
惣
兵
衛
・
主
鈴
両
人
之
内
純
五
郎
交
代
ニ
相
成
候
積
、

右
両
人
之
内
浅
舞
御
役
屋
江
不
罷
出
候
内
ハ
純
五
郎
同
処
御
役
屋
詰
ニ
而

居
候
、
忠
蔵
ハ
御
払
米
御
用
聞
御
蔵
元
共
江
相
渡
次
第
一
ト
先
帰
宅
之
筈
、

一
 
十
六
日
、
浅
舞
御
役
屋
出
立
、
大
森
村
ニ
而
昼
食
、
仁
井
山
村
江
罷
越
候
、

此
節
大
森
村
亥
之
松
持
山
之
内
弐
ケ
山
差
上
申
度
ニ
付
、
右
願
書
吟
味

役
文
市
郎
手
内
迄
差
出
置
候
よ
し
、
依
而
文
市
郎
差
図
ニ
は
、
右
亥
之

く



家
さ
か
し
迄
致
候
得
共
見
当
り
不
申
候
付
、
夫
レ
形
ニ
而
居
候
処
、
当
二

月
ニ
相
至
り
桑
ケ
崎
村
之
内
上
谷
地
村
兵
右
衛
門
と
申
候
も
の
ゝ
杉
林
之

内
ニ
稲
こ
き
構
候
跡
有
之
ニ
付
、
内
済
ニ
可
致
候
迚
小
野
村
ニ
而
過
分
ニ

右
兵
右
衛
門
よ
り
銭
為
差
出
、
稲
被
盗
候
権
六
江
は
兵
右
衛
門
よ
り
出
シ

候
銭
之
内
少
ク
相
渡
、
残
ハ
肝
煎
・
長
百
姓
之
手
内
ニ
而
配
分
致
候
よ
し
、

依
而
御
小
人
差
引
役
よ
り
吟
味
ニ
相
及
候
様
内
々
承
候
趣
ニ
有
之
候
故
、

則
小
野
村
江
明
日
御
役
屋
江
肝
煎
并
長
百
姓
二
三
人
権
六
同
道
可
致
候

義
、
以
手
紙
申
遣
候
、

右
ニ
付
浅
舞
御
役
屋
詰
合
同
役
純
五
郎
江
態
夫
を
以
取
合
ニ
申
遣
候
、

一
 
廿
一
日
、
横
堀
村
よ
り
朝
誰
申
出
候
は
、
昨
夜
四
ツ
半
過
渡
シ
舟
繋
差
置

候
相
綱
何
方
之
も
の
ニ
候
哉
、
切
り
舟
流
候
ニ
付
、
郷
中
よ
り
其
節
よ
り

人
足
差
出
シ
吟
味
仕
候
得
共
尓
今
見
当
り
不
申
候
故
、
此
趣
相
届
候
義
故

則
御
足
軽
伝
六
申
付
、
川
前
通
り
吟
味
可
致
、
猶
手
紙
相
認
候
而
川
前
通

り
村
々
肝
煎
共
江
郷
人
足
差
出
吟
味
可
申
、
見
当
り
候
ハ
ヽ
其
村
よ
り
村

送
を
以
早
々
横
堀
村
迄
相
届
候
義
申
遣
候
、
右
手
紙
伝
六
江
預
ケ
差
遣
候

処
、
問
も
無
之
、
伝
六
并
横
堀
村
長
百
姓
之
内
罷
越
申
聞
候
は
、
流
舟
小

野
村
分
之
川
原
ニ
而
見
当
り
候
処
、
舟
多
ニ
痛
も
無
之
出
候
故
、
昼
頃
迄

之
内
ニ
ハ
往
還
通
用
可
相
成
趣
ニ
有
之
候
、

一
 
今
朝
横
堀
村
肝
煎
・
桑
ケ
崎
村
肝
煎
并
同
村
兵
右
衛
門
、
小
野
村
一
件
ニ

付
催
促
手
紙
差
遣
候
、

一
 
純
五
郎
へ
昨
日
夕
後
小
野
村
一
件
之
義
取
合
申
遣
候
処
、
此
間
之
洪
水
ニ

付
処
々
よ
り
変
地
見
分
之
願
申
出
候
ニ
付
、
右
立
合
見
分
ニ
被
参
候
処
、
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八
三

夜
ニ
入
御
役
屋
へ
被
帰
候
ニ
付
、
態
夫
を
以
昨
日
之
返
事
ニ
有
之
候
、
右

態
夫
之
も
の
江
又
々
手
紙
ニ
而
横
堀
村
渡
シ
舟
綱
被
切
候
義
無
拠
と
ハ
申

な
か
ら
、
横
通
と
相
違
ひ
、
其
上
此
節
春
交
代
下
り
之
最
中
、
且
農
事
専

ら
之
時
節
い
た
つ
ら
と
ハ
難
申
、
甚
太
胆
之
致
方
、
決
シ
て
舟
綱
切
候
も

の
可
有
之
候
故
、
吟
味
致
候
義
手
配
居
候
趣
申
遣
候
、
何
レ
右
等
之
義
致

候
も
の
ハ
兼
而
村
方
ニ
而
も
人
を
差
シ
申
聞
候
事
ハ
相
成
兼
候
得
共
、
以

来
村
形
之
益
不
益
而
已
な
ら
す
左
様
体
之
義
致
候
而
も
宜
も
の
と
自
然
相

成
候
而
ハ
以
之
外
不
宜
、
殊
ニ
ハ
村
方
之
入
用
ニ
相
抱
り
候
得
者
上
江
御

苦
柄
申
上
候
事
ハ
当
然
ニ
候
故
、
依
而
篤
と
吟
味
可
申
内
慮
之
筋
申
遣

候
、

一
 
今
九
ツ
時
頃
横
堀
村
江
舟
届
候
故
、
往
来
通
用
相
成
趣
、
同
村
并
当
処
駅

場
役
処
よ
り
届
有
之
、

一
 
小
野
村
一
件
ニ
付
親
郷
ニ
候
故
根
元
よ
り
之
次
第
覚
有
之
哉
ニ
存
候
侭
横

堀
村
肝
煎
両
人
之
内
壱
人
催
促
致
候
処
、
肝
煎
利
右
衛
門
罷
越
候
、

一
 
小
野
村
肝
煎
平
兵
衛
・
長
百
姓
正
兵
衛
并
去
九
月
中
ニ
稲
被
盗
取
候
よ

し
、
右
田
主
権
六
共
ニ
罷
越
候
故
、
御
足
軽
長
蔵
召
寄
セ
候
而
右
三
人
之

も
の
段
々
尋
問
致
候
得
共
、
三
人
共
と
も
ニ
外
ニ
違
ひ
無
之
候
故
、
横
堀

村
肝
煎
利
右
衛
門
ニ
も
取
尋
候
処
、
当
人
共
申
条
之
通
の
風
聞
ニ
承
り
申

候
、
是
ニ
は
相
違
ひ
候
事
も
有
之
間
敷
、
過
料
銭
桑
ケ
崎
村
兵
右
衛
門
よ

り
取
候
義
ハ
全
ク
私
共
相
心
得
候
筋
ニ
ハ
曽
て
無
之
、
村
方
ニ
而
之
風
聞

ニ
は
正
兵
衛
・
権
六
申
上
候
通
り
の
義
ニ
御
座
候
、
且
小
野
村
肝
煎
平
兵

衛
相
尋
候
処
、
私
事
ハ
過
料
銭
取
候
而
内
済
ニ
致
候
義
ニ
候
哉
、
既
ニ
只
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八
四

今
迄
も
相
心
得
不
申
罷
有
候
体
ニ
御
座
候
、
村
方
ニ
而
之
風
聞
ハ
両
人
申

上
候
通
ニ
有
之
候
趣
、
外
ニ
証
跡
之
無
之
候
事
故
、
右
之
始
終
之
訳
柄
一

札
為
差
出
候
而
一
ト
先
在
処
江
為
引
取
申
候
、
右
ニ
付
御
用
有
之
候
ハ
ヽ

明
日
可
申
遣
候
故
則
可
罷
出
候
義
能
々
申
含
差
遣
候
、

一
 
横
堀
村
肝
煎
利
右
衛
門
江
相
尋
候
は
、
昨
夜
渡
シ
舟
綱
を
切
舟
流
シ
候
も

の
決
シ
而
其
村
ニ
は
可
有
之
、
其
も
の
心
当
り
も
可
有
之
仁
差
出
シ
申
聞

候
義
如
何
ニ
可
存
候
得
共
、
全
ク
此
度
之
義
ニ
も
不
限
兼
日
左
様
体
之
い

た
つ
ら
致
候
も
の
可
有
之
候
故
少
シ
も
無
遠
慮
可
申
聞
候
段
精
々
申
談
候

得
共
、
中
々
以
難
申
発
よ
し
故
、
左
候
ハ
ヽ
明
日
よ
り
御
足
軽
差
遣
候
而

吟
味
可
致
セ
候
故
、
其
節
心
当
り
之
も
の
内
々
当
人
共
江
可
申
出
候
義
申

含
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
誰
也
御
出
之
御
方
肝
煎
・
長
百
姓
共
ニ
無
残
明
日
御

出
之
節
御
催
促
心
当
り
之
も
の
可
申
上
候
様
可
仕
候
ハ
ヽ
可
然
趣
ニ
候

故
、
何
レ
明
日
御
足
軽
両
人
差
遣
候
故
無
隠
有
体
ニ
可
申
聞
候
よ
ふ
能
々

申
含
差
遣
候
、

一
 
今
晩
御
足
軽
長
蔵
・
左
平
相
招
候
而
、
明
朝
よ
り
横
堀
村
江
罷
越
候
而
肝

煎
・
長
百
姓
不
残
催
促
致
候
而
、
昨
夜
舟
綱
切
候
も
の
心
当
り
可
有
之
候

故
不
包
申
聞
候
様
ニ
可
致
候
、
い
よ

肝
煎
・
長
百
姓
心
当
り
之
仁
申

聞
候
迚
夫
レ
ハ
証
跡
ニ
も
不
相
成
候
故
、
此
義
相
心
得
候
而
相
成
丈
ケ
静

ニ
尋
問
可
申
候
、
其
上
証
跡
ニ
相
成
候
義
有
之
候
ハ
ヽ
、
外
ニ
連
も
有
之

候
得
共
不
申
発
か
又
ハ
一
ト
通
無
相
違
舟
綱
候
と
ハ
申
上
候
得
共
左
様
ニ

ハ
無
之
と
か
口
い
ろ

替
候
ハ
ヽ
随
分
縄
を
掛
候
而
も
不
苦
候
、
併
シ

縄
を
懸
候
義
余
り
可
然
筋
ニ
無
之
候
故
、
何
分
先
ツ
ハ
心
静
ニ
致
候
而
下

詮
議
候
よ
ふ
申
含
差
置
候
、

一
 
廿
二
日
朝
小
野
村
肝
煎
平
兵
衛
・
長
百
姓
正
兵
衛
并
文
五
郎
・
権
六
、
外

ニ
弐
人
都
合
六
人
之
も
の
共
、同
村
一
件
之
義
ニ
付
又
々
御
用
有
之
ニ
付
、

態
夫
を
以
催
促
手
紙
ニ
而
早
々
御
役
屋
江
可
相
越
趣
申
遣
候
、

一
 
桑
ケ
崎
村
肝
煎
并
同
村
之
内
上
谷
地
村
兵
右
衛
門
同
道
致
候
而
罷
越
候

故
、
右
兵
右
衛
門
江
過
料
銭
差
出
候
訳
柄
篤
と
尋
問
致
候
処
、
小
野
村
之

も
の
共
理
不
仁
之
致
方
ニ
有
之
候
、
且
昨
日
小
野
村
之
も
の
と
も
申
条
ニ

は
四
貫
五
百
文
よ
り
外
ニ
取
り
不
申
よ
し
ニ
候
得
共
、
右
兵
右
衛
門
申
条

ニ
は
、
都
合
拾
貫
五
百
文
小
野
村
江
差
遣
候
よ
し
、
こ
と
に
当
月
八
日
権

六
兵
右
衛
門
江
逢
候
節
之
言
葉
ニ
は
、
肝
煎
・
長
百
姓
共
四
貫
五
百
文
ニ

候
哉
、
拾
貫
五
百
文
ニ
候
哉
、
配
分
候
而
権
手
内
ニ
は
金
ニ
而
壱
歩
な
ら

て
参
り
不
申
候
よ
し
、
扨
権
六
稲
之
義
ハ
兵
右
衛
門
持
林
之
内
ニ
稲
こ
き

候
跡
計
ニ
而
庭
菰
□
な
と
板
弐
枚
有
之
候
計
之
よ
し
、
何
ニ
も
証
跡
は
無

之
候
得
共
小
野
村
よ
り
い
ろ
ニ
被
申
懸
、
只
管
ニ
申
分
候
得
共
不
相
叶
、

不
承
無
承
ニ
都
合
拾
貫
五
百
文
差
出
候
よ
し
、
其
後
余
り
残
念
ニ
存
候
侭

吟
味
致
候
処
、
右
林
之
内
ニ
而
稲
こ
き
候
も
の
ハ
兵
右
衛
門
子
共
作
太
郎

手
内
六
ケ
敷
繰
合
ニ
相
迫
り
候
侭
親
兵
右
衛
門
御
伝
馬
ニ
参
候
跡
ニ
而
、

同
村
之
内
冨
之
助
と
申
も
の
相
頼
、
我
と
両
人
致
候
而
兵
右
衛
門
田
面
之

内
よ
り
稲
三
拾
位
盗
取
り
追
々
拵
候
義
相
明
シ
候
故
、
其
節
兵
右
衛
門
勘

当
致
候
処
、
当
月
始
ニ
相
至
り
惣
親
類
共
よ
り
達
々
の
願
ニ
付
、
作
太
郎

勘
当
差
免
シ
候
よ
し
、
依
而
右
之
次
第
委
曲
書
載
ニ
而
為
差
出
候
、
差
候

得
は
小
野
村
之
も
の
共
申
条
と
甚
不
都
合
申
計
無
之
候
故
、
小
野
村
之
六

く

く



人
之
も
の
共
参
候
故
又
々
篤
と
尋
問
致
候
ハ
ヽ
何
レ
相
知
可
申
候
故
、
桑

ケ
崎
村
肝
煎
并
兵
右
衛
門
両
人
共
ニ
在
処
江
不
戻
宿
元
江
為
相
控
申
候
、

手
ニ
寄
対
決
ニ
相
成
候
義
も
可
有
之
候
義
両
人
江
申
含
候
処
、
不
相
知
候

上
対
決
被
仰
付
候
ハ
ヽ
難
有
趣
ニ
有
之
候
、

一
 
小
野
村
六
人
之
も
の
今
朝
四
ツ
時
前
催
促
、
早
々
御
役
屋
可
罷
越
候
義
申

遣
候
処
、
昼
七
ツ
半
頃
御
役
屋
江
罷
越
候
、
内
々
郷
中
ニ
而
六
人
打
寄
談

合
致
候
義
と
被
考
申
候
、
右
六
人
之
内
権
六
よ
り
段
々
相
尋
不
申
候
得
は

甚
前
後
ニ
相
成
候
義
有
之
、
権
六
壱
人
先
ツ
出
可
申
肝
煎
へ
申
付
候
処
、

当
人
横
堀
村
江
大
豆
求
メ
候
ニ
罷
越
、
相
控
候
得
共
余
り
延
引
ニ
罷
成
候

侭
罷
帰
り
次
第
跡
よ
り
可
参
候
義
申
置
、
外
人
数
計
参
候
趣
故
宿
元
ニ
控

居
り
権
六
罷
越
候
ハ
ヽ
、
先
キ
ニ
当
人
可
差
出
申
付
候
、

一
 
横
堀
村
江
差
遣
候
御
足
軽
長
蔵
・
左
平
今
七
ツ
過
罷
帰
り
申
聞
候
は
、
肝

煎
・
長
百
姓
相
揃
、
昨
晩
申
付
候
通
り
相
談
候
処
、
卯
助
・
半
内
右
両
人

之
内
ニ
も
可
有
之
哉
、
先
ツ
心
当
り
之
も
の
右
之
通
之
申
条
故
、
半
内

〔

本
名
四
郎
治
、
先
年
訳
柄
有
之
逐
電
、
未
タ
笠
か
ふ
り〕
相
向
候
処
銀

山
江
用
事
ニ
付
罷
越
候
由
卯
助
相
尋
候
処
、
外
ニ
何
之
手
か
ゝ
り
無
之
候

得
共
、
此
間
舟
守
致
候
処
日
々
之
雇
代
甚
不
足
ニ
候
故
相
増〔

百
五
拾
文

宛
壱
日〕

呉
可
申
、
左
も
無
之
候
得
は
舟
守
不
相
成
抔
と
、
舟
守
致
候
長

右
衛
門
と
申
も
の
ニ
も
郷
方
へ
同
様
願
申
立
候
義
相
進
候
も
の
ゝ
よ
し
、

全
体
村
方
ニ
而
も
卯
助
と
申
者
悪
敷
事
而
已
致
候
よ
し
兼
而
御
足
軽
共
も

風
聞
承
り
候
得
共
、
此
度
の
渡
し
舟
之
綱
切
候
義
相
明
シ
不
申
候
得
共
、

兼
日
右
之
通
り
聞
及
候
も
の
故
、
以
来
之
為
ニ
可
相
成
と
存
候
侭
雇
代
過
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分
之
願
其
上
長
右
衛
門
迄
相
進
、
壱
日
百
五
拾
文
之
外
ニ
相
増
呉
不
申
候

得
は
舟
越
不
相
成
抔
と
十
分
腹
一
盃
之
申
条
ニ
候
故
、
農
事
之
外
差
留
鍍

候
由
、
猶
半
内
ハ
立
戻
り
之
も
の
ニ
候
故
、
銀
山
よ
り
罷
帰
候
ハ
ヽ
則
為

知
可
申
候
義
肝
煎
江
申
付
候
趣
ニ
有
之
候
、

一
 
小
野
村
よ
り
此
度
之
御
用
ニ
付
催
促
致
候
も
の
、
肝
煎
平
兵
衛
・
長
百
姓

正
兵
衛
・
作
助
并
文
五
郎
・
百
松
・
清
助
・
権
六
右
七
人
参
候
、
内
権
六

よ
り
壱
人
宛
召
寄
セ
可
申
候
処
、
当
人
未
タ
罷
越
不
申
候
趣
、
参
り
次
第

相
知
可
申
候
義
申
含
候
処
、
夜
四
ツ
頃
参
候
段
為
知
ニ
候
故
、
明
朝
御
役

屋
へ
可
相
詰
申
渡
候
、
尤
宿
元
ニ
相
控
居
り
候
義
差
図
致
候
、

一
 
小
野
村
之
義
ニ
付
親
郷
横
堀
村
肝
煎
催
促
致
候
処
、利
右
衛
門
罷
越
候
故
、

小
野
村
之
義
相
尋
候
処
実
に
風
聞
計
り
ニ
而
実
不
実
之
事
ハ
相
知
不
申
趣

ニ
有
之
候
、

一
 
廿
三
日
、
小
野
村
権
六
よ
り
段
々
御
詮
議
之
処
、
漸
々
之
事
ニ
而
、
夕
後

迄
之
内
ニ
当
人
白
状
ニ
相
及
候
、

一
 
右
一
件
ニ
付
桑
ケ
崎
村
松
四
郎
・
冨
之
助
・
作
太
郎
・
幸
右
衛
門
、
横
堀

村
市
助
催
促
致
候
、

一
 
桑
ケ
崎
村
由
兵
衛
催
促
致
候
処
、
当
人
ハ
独
も
の
之
事
、
院
内
銀
山
ニ
居

候
よ
し
ニ
付
、
桑
ケ
崎
村
肝
煎
よ
り
人
差
遣
候
趣
ニ
有
之
候
、

一
 
廿
四
日
、
今
日
ニ
相
成
段
々
取
尋
候
処
、
右
由
兵
衛
参
り
不
申
候
得
は
、

惣
而
此
度
之
一
件
相
片
付
不
申
候
故
、
由
兵
衛
参
候
迄
当
人
村
方
へ
一
ト

先
願
ニ
付
返
置
申
候
、

一
 
桑
ケ
崎
村
肝
煎
今
八
ツ
時
頃
申
出
候
は
、
昨
晩
由
兵
衛
院
内
銀
山
よ
り
長
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百
姓
差
遣
候
而
召
寄
せ
候
処
、
当
村
江
参
候
処
余
り
夜
分
ニ
相
成
候
故
明

早
朝
と
申
合
居
候
処
、
長
百
姓
只
今
見
得
不
申
候
よ
し
ニ
候
段
申
聞
候
故

早
々
吟
味
可
申
候
義
能
々
申
含
候
、

一
 
右
ニ
付
御
足
軽
長
蔵
并
横
堀
村
目
明
シ
市
助
両
人
由
兵
衛
吟
味
致
候
而
召

連
候
義
、
篤
と
申
含
候
而
差
遣
候
、

一
 
昨
日
横
堀
村
肝
煎
利
右
衛
門
罷
越
候
而
内
々
相
願
候
は
、
此
度
渡
シ
舟
縄

切
候
已
前
兼
而
不
宜
も
の
ニ
而
卯
助
農
事
之
外
御
差
留
ニ
候
得
共
、
実
此

度
之
徒
は
当
人
ニ
も
有
之
間
敷
候
間
、
何
分
相
免
シ
呉
候
よ
し
願
ニ
付
御

足
軽
共
両
人
へ
相
尋
候
処
、
肝
煎
申
出
候
通
ニ
而
可
然
候
趣
故
差
免
シ
申

候
、

一
 
廿
六
日
、
同
役
純
五
郎
昼
七
ツ
半
頃
よ
り
参
候
故
、
此
度
御
糺
者
口
書
等

之
義
聞
合
候
、

一
 
廿
七
日
、
小
野
村
肝
煎
平
兵
衛
・
同
村
長
百
姓
正
兵
衛
右
両
人
之
口
書
相

極
メ
申
候
、
慎
罷
有
り
可
申
差
図
申
付
候
、
同
村
百
松
・
文
五
郎
・
清

助
・
権
六
口
書
取
り
候
上
重
而
御
吟
味
難
計
候
故
遠
方
罷
越
間
敷
旨
申
渡

候
、
同
村
長
百
姓
作
助
・
同
村
幸
右
衛
門
両
人
よ
り
壱
札
為
差
出
候
而
、

小
野
村
之
者
共
相
返
シ
申
候
、

一
 
廿
八
日
、
桑
ケ
崎
村
兵
右
衛
門
口
書
相
極
慎
申
渡
候
、
作
太
郎
・
由
兵
衛

両
人
ハ
縄
下
タ
ニ
致
候
而
御
貸
蔵
江
入
置
、
御
足
軽
両
人
宛
昼
夜
番
為
致

申
候
、
同
村
松
四
郎
・
与
左
衛
門
・
冨
之
助
右
三
人
よ
り
一
札
宛
為
差
出

候
而
、
昨
日
村
方
江
返
シ
申
候
、

一
 
同
役
純
五
郎
昨
昼
立
致
候
而
浅
舞
御
役
屋
江
帰
り
申
候
、

五
月

一
 
朔
日
朝
五
ツ
時
過
雄
勝
郡
三
梨
村
之
内
中
野
村
と
申
候
、
御
百
姓
金
六
子

共
新
太
郎〔

今
年
三
拾
八〕

と
申
も
の
、
去
未
年
三
月
頃
よ
り
風
と
気
鬱

致
候
処
、
当
三
月
初
之
頃
日
暮
方
よ
り
外
出
、
見
得
不
申
候
付
、
郷
中
よ

り
人
足
差
出
候
而
相
尋
候
処
、
四
日
目
ニ
相
至
り
稲
庭
村
と
三
梨
村
と
の

道
ニ
而
見
当
り
取
押
、
其
後
当
人
親
類
見
継
居
候
処
、
此
間
格
別
全
快
ニ

相
成
農
事
等
之
稼
致
罷
有
候
よ
し
、
然
ハ
昨
晩
五
ツ
頃
女
房
殺
害
致
候
趣

ニ
付
御
検
使
形
之
義
三
梨
村
長
百
姓
両
人
罷
越
申
出
ニ
候
故
我
等
可
罷
出

候
処
、
御
払
米
等
之
事
ニ
而
甚
御
用
込
ニ
候
故
、
青
山
縫
殿
江
申
談
差
遣

候
、

一
 
金
屋
新
田
村
ニ
而
今
日
よ
り
芝
居
興
行
有
之
出
張
可
申
候
処
、
御
用
手
透

無
之
御
足
軽
礼
蔵
・
長
蔵
両
人
計
差
遣
候
、

一
 
今
晩
岩
城
様
湯
沢
御
止
宿
ニ
而
江
戸
江
御
登
り
、

一
 
平
鹿
郡
浅
舞
村
御
役
屋
詰
開
、
純
五
郎
へ
小
野
村
・
桑
ケ
崎
村
之
も
の
共

口
書
并
小
野
村
幸
右
衛
門
・
長
百
姓
作
助
、
桑
ケ
崎
村
兵
右
衛
門
親
類
松

四
郎
・
与
左
衛
門
、
同
村
冨
之
助
右
当
人
共
よ
り
為
差
出
候
書
載
、
外
ニ

角
間
村
之
変
地
急
御
検
使
願
書
貝
沢
村
肝
煎
忌
中
之
書
載
取
揃
候
而
、
夕

後
態
夫
を
以
差
遣
候
、

右
は
純
五
郎
明
日
御
役
屋
よ
り
出
立
被
帰
候
付
口
書
之
分
延
引
ニ
相
成

候
而
は
如
何
ニ
候
義
御
当
人
へ
取
合
候
、
役
頭
四
月
廿
九
日
御
出
之
よ

し
故
相
控
候
処
、
当
月
六
日
方
ニ
而
も
浅
舞
御
役
屋
へ
御
出
之
趣
純
五



郎
よ
り
昨
日
申
来
候
付
、
若
シ
御
途
中
ニ
而
御
逢
被
成
候
ハ
ヽ
直
々
差

上
呉
候
よ
ふ
申
遣
候
、
又
六
日
迄
相
控
不
苦
候
ハ
ヽ
交
代
ニ
浅
舞
へ
跡

部
惣
兵
衛
今
日
被
参
候
よ
し
故
、
御
当
人
江
御
頼
被
差
置
度
候
義
を
も

申
遣
候
、

但
岩
崎
肝
煎
嘉
兵
衛
よ
り
被
相
頼
候
封
状
壱
封
并
猿
半
内
村
肝
煎
よ

り
被
相
頼
候
分
共
純
五
郎
江
差
遣
候
、

一
 
三
梨
村
江
青
柳
縫
殿
御
検
使
ニ
罷
越
候
而
、
暮
六
ツ
時
頃
帰
宅
、
右
村
女

房
を
殺
害
致
候
新
太
郎
縄
下
ニ
而
右
村
長
百
姓
壱
人
・
同
人
親
類
壱
人
附

添
罷
越
候
、

一
 
二
日
、
三
梨
村
新
太
郎
御
詮
義
致
候
処
欝
症
煩
の
も
の
ニ
候
故
一
向
ニ
相

分
り
不
申
候
故
、
口
書
ハ
取
兼
申
候
、

一
 
横
堀
村
よ
り
昨
晩
よ
り
之
雨
ニ
而
大
洪
水
ニ
而
仮
橋
流
失
致
候
義
届
有
之

候
、
右
ニ
付
亀
田
様
今
宵
横
堀
村
ニ
而
御
止
宿
之
よ
ふ
ニ
相
聞
得
申
候
、

一
 
大
洪
水
ニ
付
岩
崎
村
大
小
共
舟
渡
留
り
ニ
相
成
候
、

一
 
昼
八
ツ
半
頃
横
堀
村
よ
り
申
来
候
は
、
少
々
引
水
ニ
相
成
候
故
亀
田
様
御

通
シ
致
候
段
届
有
之
、

一
 
三
日
、
雄
勝
郡
七
親
郷
へ
以
回
状
早
々
懐
妊
取
調
致
候
而
、
湯
沢
御
役
屋

江
書
出
候
義
申
遣
候
、

一
 
湯
沢
町
寄
郷
之
分
懐
妊
書
上
帳
出
申
候
、
湯
沢
町
ニ
而
弐
拾
八
人
、
杉
沢

村
ニ
而
弐
人
、
岩
崎
村
ニ
而
拾
人
、
二
井
田
村
ニ
而
三
人
、
角
間
村
ニ
而

三
人
、
八
幡
村
ニ
而
三
人
、
金
屋
村
ニ
而
壱
人
、
同
新
田
村
ニ
而
壱
人
、

柳
田
村
ニ
而
壱
人
、
倉
内
村
ニ
而
五
人
、
森
村
ニ
而
六
人
、
関
口
村
ニ
而
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八
七

五
人
、
下
関
村
ニ
而
六
人
、
上
関
村
ニ
而
五
人
、
右
惣
人
数
七
拾
九
人
、

右
之
内
湯
沢
町
之
内
吹
張
町
治
右
衛
門
、
金
屋
村
久
四
郎
御
撫
育
之
願
并

湯
沢
町
寄
郷
之
内
新
処
村
・
成
沢
村
右
両
村
ニ
懐
妊
之
者
無
之
趣
、
書
載

を
以
届
有
之
、

一
 
四
日
、
金
屋
新
田
村
ニ
而
晴
天
壱
日
興
行
之
芝
居
有
之
、
青
柳
縫
殿
同
様

御
仕
置
ニ
出
張
致
候
、
今
日
迄
ニ
而
三
日
興
行
致
候
得
共
不
当
り
候
故
明

日
壱
日
興
行
相
免
シ
呉
候
趣
申
出
候
得
共
、
曾
而
不
相
成
候
段
申
渡
、
囲

ひ
為
取
毀
申
候
、

一
 
八
日
、
横
堀
村
よ
り
懐
妊
書
上
左
之
通
、
拾
四
人
横
堀
村
、
壱
人
泉
沢
村
、

四
人
中
村
、
五
人
役
内
村
、
弐
人
川
井
村
、
四
人
上
院
内
村
、
五
人
下
院

内
村
、
拾
弐
人
寺
沢
村
、
弐
人
□
巻
村
、
弐
人
宇
留
院
内
村
、
四
人
高
松

村
、
弐
人
相
川
村
、
五
人
桑
ケ
崎
村
、
拾
弐
人
小
野
村
、
右
惣
人
数
七
拾

四
人
、

一
 
九
日
、
昼
九
ツ
時
湯
沢
給
人
天
神
林
織
部
下
屋
敷
門
場
借
宅
甚
兵
衛
と
申

も
の
火
元
ニ
而
田
町
壱
町
無
残
焼
失
致
候
付
、
右
之
趣
一
ト
先
町
送
ニ
而

役
頭
迄
為
御
知
申
上
候
、

一
 
右
ニ
付
左
衛
門
殿
出
馬
被
致
候
故
見
舞
ニ
罷
越
候
、

一
 
十
日
、
焼
失
跡
御
検
使
相
勤
候
、
委
曲
之
義
ハ
御
検
使
書
ニ
有
之
候
故
略

ス
、

一
 
稲
庭
村
肝
煎
懐
妊
書
上
帳
持
参
、
弐
拾
九
人
稲
庭
村
、
五
人
川
向
村
、
八

人
畠
等
村
、
拾
六
人
三
梨
村
、
八
人
川
連
村
、
三
人
東
福
寺
村
、
五
人
三

又
村
、
弐
人
大
門
村
、
六
人
八
面
村
、
三
人
大
館
村
、
壱
人
飯
田
村
、
壱
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八
八

人
宮
田
村
、
右
惣
人
数
合
八
拾
七
人
、
右
寄
郷
之
内
大
倉
村
・
戸
波
村
ニ

は
懐
妊
之
者
無
之
趣
、
書
載
を
以
申
出
候
、

一
 
十
一
日
、
一
昨
日
之
火
災
訴
状
村
方
よ
り
差
出
候
付
、
右
江
御
検
使
書
尋

問
書
共
ニ
差
添
候
而
、
町
送
を
相
立
役
頭
江
仕
送
り
申
候
、

一
 
片
岡
矢
右
衛
門
よ
り
町
送
を
以
申
来
候
は
、
三
梨
村
新
太
郎
昨
年
よ
り
乱

心
之
処
、
女
房
を
殺
害
致
候
付
、
此
度
右
当
人
郷
中
江
御
預
ケ
之
趣
申
来

候
故
、
三
梨
村
并
同
村
親
郷
稲
庭
村
肝
煎
催
促
差
遣
候
、

一
 
十
二
日
、
稲
庭
村
・
三
梨
村
よ
り
昨
日
催
促
致
候
面
々
罷
越
候
故
、
新
太

郎
相
渡
差
遣
候
、
猶
厳
重
ニ
取
囲
可
申
候
趣
呉
々
申
含
差
遣
候
、

一
 
十
三
日
、
同
役
主
鈴
十
一
日
久
保
田
出
足
、
今
日
湯
沢
町
江
着
、

一
 
十
四
日
、
両
西
馬
音
内
村
よ
り
懐
妊
書
上
左
之
通
、

八
人
西
馬
音
内
前
郷
村
、
四
人
大
戸
野
中
村
之
内
野
中
村
、
壱
人
二
条
道

村
、
四
人
杉
宮
村
、
壱
人
大
久
保
村
、
壱
人
上
郡
山
村
、
壱
人
下
郡
山
村
、

壱
人
高
尾
田
村
、
三
人
新
町
村
、
五
人
大
沢
村
、
四
人
足
田
村
、
惣
人
数

三
拾
三
人
、
糠
塚
村
・
嶋
田
新
田
村
・
大
戸
野
中
村
之
内
大
戸
村
懐
妊
之

も
の
無
之
申
出
ニ
候
、

一
 
西
馬
音
内
堀
回
村
之
分
左
之
通
、
拾
壱
人
同
村
、
弐
人
田
沢
村
、
弐
人
床

舞
村
、
壱
人
鹿
内
村
、
弐
人
飯
沢
村
、
七
人
上
仙
道
村
、
壱
人
中
仙
道
村
、

三
人
下
仙
道
村
、
弐
人
田
代
村
、
七
人
軽
井
沢
村
、
弐
人
上
至
米
村
、
弐

人
林
崎
村
、
水
沢
村
・
払
体
村
・
堀
内
村
右
三
ケ
村
懐
妊
之
者
無
之
、
惣

人
数
四
拾
弐
人
、

一
 
十
五
日
、
小
栗
忠
蔵
御
用
有
之
罷
越
候
、

一
 
山
田
村
よ
り
懐
妊
書
上
ニ
相
成
左
之
通
、
拾
四
人
山
田
村
、
弐
人
深
堀
村
、

七
人
貝
沢
村
、
四
人
赤
袴
村
、
拾
人
松
岡
村
、
七
人
石
塚
村
、
惣
人
数
四

拾
四
人
、

一
 
鵜
巣
村
ニ
而
陰
シ
芝
居
有
之
義
相
聞
得
候
、
御
足
軽
密
々
長
蔵
・
左
平
申

付
差
遣
候
処
、
右
立
本
致
候
同
村
之
伊
右
衛
門
と
申
も
の
召
捕
参
り
候
、

両
人
之
御
足
軽
共
下
タ
詮
議
致
候
処
無
相
違
右
立
本
之
義
白
状
ニ
相
及
候

段
申
聞
ニ
候
、

一
 
十
六
日
、
忠
蔵
御
用
明
、
浅
舞
江
移
り
被
申
候
、

一
 
同
役
純
五
郎
へ
町
送
差
遣
候
、
右
は
此
度
焼
失
之
面
々
の
家
内
四
ツ
子
三

ツ
子
之
取
調
之
義
、
昨
日
町
送
ニ
而
申
来
候
故
、
右
返
答
申
遣
候
、

一
 
十
八
日
、
鵜
巣
村
ニ
而
陰
シ
芝
居
致
候
段
、
同
村
伊
右
衛
門
白
状
、
口
書

相
極
候
而
村
方
へ
腰
縄
ニ
而
預
ケ
置
候
、
長
百
姓
正
七
江
引
渡
候
、
肝
煎

三
右
衛
門
・
長
百
姓
長
十
郎
右
陰
シ
芝
居
致
候
義
ニ
付
役
柄
不
相
当
之
次

第
有
之
、
御
用
農
事
之
外
相
慎
居
り
候
義
申
渡
候
、
右
口
書
之
下
書
ハ
主

鈴
処
持
ニ
有
之
、

一
 
豊
田
五
右
衛
門
御
調
御
用
ニ
而
回
在
之
よ
し
、
今
宵
御
役
屋
ニ
お
い
て
一

宿
致
候
、

一
 
十
九
日
、
猿
半
内
村
寄
郷
懐
妊
書
上
左
之
通
、
猿
半
内
村
ニ
而
拾
五
人
、

吉
野
村
ニ
而
三
人
、
湯
ノ
沢
村
ニ
而
壱
人
、
千
倉
川
原
村
ニ
而
壱
人
、
岩

井
川
村
ニ
而
拾
人
、
田
子
内
村
ニ
而
九
人
、
椿
台
村
ニ
而
拾
四
人
、
萩
袋

村
ニ
而
四
人
、

一
 
五
右
衛
門
御
調
御
用
ニ
而
御
役
屋
出
足
、
横
堀
村
江
罷
越
候
、



一
 
廿
一
日
、
御
用
有
之
主
鈴
同
様
住
吉
新
田
村
江
夕
支
度
後
役
頭
江
罷
出
候
、

同
村
平
均
御
竿
御
用
ニ
而
役
頭
当
十
九
日
よ
り
御
出
被
遊
候
、

一
 
湯
沢
町
先
頃
焼
失
之
者
之
内
先
年
御
立
替
金
銀
銭
御
証
文
処
持
之
者

共
、
右
御
証
文
江
願
書
差
添
差
出
候
分
并
御
証
文
ハ
焼
失
仕
候
得
共

御
立
替
金
之
趣
願
書
相
認
候
而
差
出
候
分
共
掛
御
目
候
処
、
吟
味
役

片
岡
矢
右
衛
門
江
仕
送
候
様
御
差
図
候
、

一
 
火
消
講
中
三
組
江
御
酒
壱
斗
宛
拝
領
の
義
被
仰
渡
候
、

一
 
格
別
ニ
出
火
出
火
之
節
働
き
候
も
の
拾
人
江
五
百
文
宛
拝
領
被
仰
渡

候
、

一
 
田
町
極
窮
焼
失
之
も
の
江
米
弐
俵
ニ
銭
弐
貫
文
宛
拝
領
被
仰
渡
候
、

一
 
廿
二
日
、
住
吉
新
田
目
村
出
立
、
御
役
屋
江
主
鈴
同
様
罷
帰
候
而
、
肝
煎

伊
八
催
促
、
出
火
ニ
付
為
御
合
力
被
下
置
候
分
之
義
申
渡
候
、

一
 
忠
蔵
院
内
村
江
罷
越
候
よ
し
、
御
役
屋
ニ
而
昼
食
ニ
候
故
、
此
度
之
御
渡

御
米
之
分
、
肝
煎
伊
八
ニ
請
取
り
候
よ
ふ
ニ
致
候
、
右
御
米
忠
蔵
相
渡
候

而
御
役
屋
出
立
致
候
、

一
 
廿
四
日
、
片
岡
矢
右
衛
門
江
御
町
送
を
以
此
度
焼
失
之
面
々
よ
り
先
年
御

立
替
金
御
証
文
右
江
願
書
差
添
出
候
故
、
此
分
無
残
仕
送
申
候
、

一
 
役
頭
又
左
衛
門
殿
江
態
夫
を
以
御
撫
育
之
願
書
差
上
申
候
、

一
 
主
鈴
不
快
之
処
相
変
候
義
無
之
、
依
而
保
養
可
致
候
義
申
談
相
返
シ
申

候
、

一
 
此
度
焼
失
ニ
付
拝
領
ニ
相
成
候
御
合
力
之
分
、
右
手
形
之
侭
ニ
而
肝
煎
伊

八
江
引
渡
申
候
、
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八
九

一
 
田
町
極
窮
之
者
弐
拾
六
人
弐
貫
文
宛
五
拾
弐
貫
文
、
但
拾
三
貫
文
宛

之
手
形
四
枚
ニ
而
渡
候
、

一
 
火
消
講
中
三
組
江
御
酒
代
壱
斗
壱
貫
文
宛
三
貫
文
、

一
 
出
火
之
節
格
別
辛
労
働
き
候
も
の
拾
人
五
百
文
宛
五
貫
文
、

〆
手
形
数
六
枚
伊
八
江
相
渡
候
、

一
 
廿
六
日
、
役
頭
江
一
昨
日
よ
り
御
伺
申
上
候
義
共
左
之
通
今
日
御
沙
汰
ニ

有
之
候
、

一
 
小
野
村
文
五
郎
博
奕
致
候
段
明
白
、
当
人
御
催
促
之
処
出
奔
致
候
段

申
出
ニ
付
、
夫
々
御
取
扱
出
奔
御
届
は
御
聞
揚
は
被
成
間
敷
、
追
々

御
吟
味
之
上
可
申
出
可
被
仰
渡
候
、

一
 
文
五
郎
御
用
之
外
外
出
御
差
留
被
成
候
処
他
出
致
シ
、
右
之
段
長
百

姓
を
以
御
届
致
候
段
、
肝
煎
共
不
届
之
義
被
仰
下
承
知
致
候
、
追
々

御
呵
可
被
仰
渡
、
先
ツ
此
節
夫
形
ニ
可
被
差
置
候
、

一
 
去
秋
中
稲
盗
取
候
作
太
郎
并
か
ゝ
り
合
之
も
の
共
左
之
通
可
被
仰
渡

候
并
五
右
衛
門
殿
江
為
御
知
可
被
差
置
候
、

桑
崎
村
兵
右
衛
門
子
共
 
作
太
郎

右
去
秋
中
稲
盗
取
候
不
届
ニ
付
生
保
御
口
追
放
、

同
村
 
由
兵
衛

博
奕
致
候
不
届
を
以
過
料
何
程
急
度
御
呵
、

但
過
料
之
員
数
当
人
分
限
御
考
伊
八
抔
江
御
取
合
可
被
仰
遣
候
、

同
村
 
兵
右
衛
門

子
共
作
太
郎
不
届
、
畢
竟
常
々
取
示
不
行
届
、
是
迄
不
差
心
得
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罷
有
候
不
調
法
、
急
度
御
呵
、

一
 
小
野
村
肝
煎
義
ハ
五
右
衛
門
殿
へ
申
談
候
上
御
呵
被
成
候
間
、
左
御

心
得
可
被
成
候
、

一
 
岩
崎
村
肝
煎
郷
人
共
同
道
、
格
別
出
火
之
節
相
働
候
ニ
付
、
肝
煎
并

郷
人
共
江
酒
壱
斗
五
升
被
下
候
而
可
然
候
、

一
 
本
庄
よ
り
参
居
候
壁
塗
抜
群
働
致
候
段
承
知
致
候
、
銭
五
百
文
被
下

候
而
可
然
候
、

一
 
御
撫
育
願
弐
ケ
村
米
三
俵
・
銭
弐
貫
文
宛
被
下
候
間
可
被
仰
渡
候
、

御
役
屋
江
御
書
留
可
被
成
候
、

一
 
桑
ケ
崎
村
肝
煎
并
同
村
兵
右
衛
門
・
親
郷
横
堀
村
肝
煎
催
促
の
手
紙
差
出

候
、

一
 
廿
七
日
、
桑
ケ
崎
村
担
吟
味
役
豊
田
五
右
衛
門
江
昨
日
被
仰
渡
之
趣
手
紙

を
以
為
相
知
候
、
役
頭
江
も
手
紙
差
上
候
、
由
兵
衛
過
料
之
義
伊
八
抔
江

相
談
仕
候
処
、
三
貫
文
ニ
而
可
然
候
よ
し
申
条
ニ
付
、
右
之
趣
申
上
候
、

一
 
昨
日
催
促
致
候
両
村
之
者
横
堀
村
肝
煎
利
兵
衛
・
桑
ケ
崎
村
肝
煎
ハ
外
御

用
之
よ
し
ニ
而
、
長
百
姓
両
人
・
兵
右
衛
門
同
道
ニ
而
罷
越
候
間
、
昨
日

被
仰
渡
候
趣
申
渡
候
、
猶
由
兵
衛
江
も
過
料
三
貫
文
之
義
申
渡
候
而
急
度

御
呵
、

一
 
作
太
郎
生
保
内
口
御
追
放
之
義
申
渡
候
、
御
足
軽
内
蔵
之
允
・
礼
蔵
両
人

附
添
罷
越
候
、
其
節
右
両
人
江
相
渡
候
書
付
左
之
通
、

覚
 
半
切
紙
江
認
之

囚
人
壱
人

右
は
雄
勝
郡
桑
ケ
崎
村
作
太
郎
其
御
境
口
御
追
放
被
仰
付
候
間
、

可
被
相
通
候
、
以
上
、

申
五
月
廿
七
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
湊
曽
兵
衛
 
判

生
保
内
御
境
口
御
番
衆

一
 
廿
七
日
、
夕
後
よ
り
諸
郷
回
村
ニ
御
役
屋
出
立
致
候
、

六
月

一
 
朔
日
、
回
村
相
仕
舞
候
而
一
ト
先
夕
後
御
役
屋
江
相
戻
り
申
候
、
忠
蔵
昨

日
よ
り
御
用
有
之
参
り
居
候
、

一
 
二
日
、
忠
蔵
御
役
屋
よ
り
昼
九
ツ
時
出
立
、
稲
庭
村
之
方
江
罷
越
候
、

一
 
三
日
、
湯
沢
御
役
屋
朝
五
ツ
半
時
よ
り
回
村
致
候
、

一
 
西
馬
音
内
堀
回
村
よ
り
妊
婦
寄
郷
村
々
共
書
出
帳
持
参
請
取
申
候
、
左
之

通
、
壱
人
水
沢
村
、
弐
人
飯
沢
村
、
弐
人
堀
内
村
、
右
合
五
人
、
林
崎

村
・
払
体
村
・
上
到
来
村
・
軽
井
沢
村
・
田
代
村
・
上
仙
道
村
・
中
仙
道

村
・
下
仙
道
村
・
田
沢
村
・
床
舞
村
・
鹿
内
む
ら
・
西
馬
音
内
堀
回
村
合

拾
弐
ケ
村
当
月
妊
婦
之
者
無
之
候
義
申
出
書
ニ
有
之
候
、

一
 
七
日
、
夕
後
七
ツ
時
回
村
向
よ
り
湯
沢
御
役
屋
江
罷
帰
り
申
候
、

一
 
九
日
、
朝
四
ツ
時
以
前
よ
り
平
鹿
郡
増
田
村
ニ
而
昼
支
度
致
候
而
、
夫
よ

り
雄
勝
郡
吉
野
村
よ
り
桧
台
村
江
罷
越
、
畠
等
村
・
川
向
村
辺
回
村
致

候
、

一
 
十
二
日
、
昼
九
ツ
時
前
昼
食
な
し
ニ
而
稲
庭
村
よ
り
御
役
屋
江
罷
帰
申

候
、



一
 
湯
沢
町
并
同
町
寄
郷
共
妊
婦
書
上
左
之
通
ニ
有
之
候
、
四
人
湯
沢
町
、
壱

人
二
井
田
村
、
弐
人
角
間
村
、
弐
人
金
屋
村
、
壱
人
金
屋
新
田
村
、
弐
人

柳
田
村
、
壱
人
関
口
村
、
壱
人
下
関
村
、
三
人
上
関
村
、
合
拾
七
人
、
其

外
寄
郷
村
々
妊
婦
無
之
よ
し
、

一
 
稲
庭
村
并
同
村
寄
郷
妊
婦
書
上
左
之
通
ニ
有
之
候
、
弐
人
稲
庭
村
、
三
人

川
連
村
、
六
人
戸
波
村
、
八
人
川
向
村
、
弐
人
大
倉
村
、
四
人
三
梨
村
、

合
弐
拾
五
人
、
其
外
寄
郷
村
々
妊
婦
之
も
の
無
之
候
よ
し
、

一
 
十
三
日
、
夕
支
度
後
三
又
村
よ
り
東
福
寺
村
・
大
倉
右
三
ケ
村
水
元
分
水

之
義
ニ
付
罷
越
候
、

一
 
十
四
日
、
三
ケ
村
分
水
見
分
相
済
、
八
ツ
面
村
ニ
而
昼
食
致
居
り
候
処
、

戸
波
村
肝
煎
・
長
百
姓
罷
越
候
而
、
当
処
水
不
足
ニ
而
田
地
既
ニ
無
残
候

程
旱
割
ニ
相
成
候
間
、
見
分
呉
候
よ
ふ
に
有
之
候
故
、
右
見
分
御
役
屋
へ

立
戻
り
候
処
、
小
栗
忠
蔵
・
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
、
浅
舞
御
役
屋
よ
り
当
処

湯
沢
御
役
屋
江
引
移
り
申
候
、

一
 
十
七
日
、
昨
日
役
頭
よ
り
被
仰
含
候
よ
し
ニ
而
四
郎
左
衛
門
・
忠
蔵
よ
り

手
紙
参
り
候
、
此
節
旱
損
夥
敷
事
ニ
相
聞
得
候
故
、
密
々
村
切
ニ
何
拾
石

位
宛
と
申
候
義
、
回
村
之
上
取
調
可
申
よ
し
、
依
而
今
日
よ
り
回
村
ニ
罷

越
候
、

一
 
廿
日
、
回
村
向
よ
り
夕
後
七
ツ
時
御
役
屋
江
立
戻
り
申
候
、

一
 
純
五
郎
昨
日
湯
沢
御
役
屋
着
候
よ
し
、

一
 
忠
蔵
回
村
向
よ
り
御
役
屋
へ
立
戻
り
候
而
被
申
聞
候
は
、
役
頭
江
御
伺
相

済
候
故
一
ト
先
帰
宅
可
申
候
よ
し
ニ
付
、
明
廿
一
日
罷
帰
候
義
ニ
相
成
候
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故
、
向
触
差
出
申
候
、

一
 
廿
一
日
、
昼
立
致
候
而
横
手
町
江
壱
宿
申
候
、

一
 
湯
沢
町
へ
差
出
候
手
形
左
之
通
、

米
六
斗
四
升
五
合
請
取
申
候
、
右
は
郡
方
見
回
役
加
勢
ニ
而
雄
勝
郡

湯
沢
町
仮
御
役
屋
詰
、
当
四
月
十
九
日
よ
り
同
六
月
廿
日
迄
日
数
六

拾
壱
日
之
内
拾
八
日
他
村
回
在
、
残
日
数
四
拾
三
日
分
、
但
シ
壱
日

ニ
付
五
合
三
人
御
扶
持
、
於
当
処
被
渡
下
候
時
、
以
上
、

文
政
七
年
申
六
月
廿
一
日

湯
沢
町
肝
煎
殿

一
 
廿
二
日
、
上
淀
川
村
ニ
而
壱
宿
、
廿
三
日
帰
宅
、

一
 
廿
四
日
、
罷
帰
候
段
御
評
定
処
江
御
届
候
而
直
々
役
処
江
出
勤
致
候
、

八
月

一
 
朔
日
、
久
保
田
出
足
、
刈
和
野
村
壱
宿
、

一
 
二
日
、
刈
和
野
村
出
足
、
大
曲
村
ニ
而
昼
食
、
浅
舞
村
御
役
屋
江
着
、

一
 
御
合
力
弐
拾
目
、
八
月
二
日
よ
り
閏
八
月
二
日
迄
三
拾
日
之
分
請
取
り
候

而
回
在
致
候
事
、

一
 
五
日
、
久
保
田
江
町
送
を
以
跡
部
惣
兵
衛
・
田
処
主
鈴
江
、
元
西
馬
音
内

前
郷
村
生
無
宿
松
之
助
・
元
湯
沢
町
生
無
宿
安
吉
口
書
仕
送
申
候
、
右
之

者
共
当
七
月
十
四
日
岩
館
越
御
追
放
ニ
相
成
候
も
の
ゝ
よ
し
、
然
ル
処
今

宿
村
ニ
而
先
月
廿
日
頃
よ
り
何
と
な
く
物
騒
候
故
厳
重
ニ
吟
味
居
候
処
、

当
月
朔
日
朝
五
ツ
時
頃
裏
道
を
怪
敷
風
俗
ニ
而
通
り
候
も
の
両
人
有
之
候
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故
場
主
言
葉
を
掛
候
処
早
足
致
候
間
、
い
よ

怪
敷
、
郷
中
よ
り
人
差

出
候
而
取
捕
候
処
、
今
宿
村
郷
内
ニ
而
知
人
右
之
も
の
ゝ
よ
し
、
然
共
同

村
ニ
而
は
少
シ
も
如
何
敷
義
無
之
候
得
共
、
昨
今
御
追
放
ニ
相
成
候
者
ニ

候
得
は
不
便
ニ
ハ
存
候
得
共
、
自
分
ニ
相
免
シ
候
事
ニ
も
難
相
成
、
無
拠

御
役
屋
へ
当
朔
日
昼
過
両
人
之
も
の
召
連
候
よ
し
、
此
節
鯨
岡
四
郎
左
衛

門
当
御
役
屋
詰
ニ
候
得
共
御
用
有
之
湯
沢
御
役
屋
へ
御
出
ニ
付
、
御
足
軽

杢
右
衛
門
右
囚
人
召
連
候
而
湯
沢
へ
罷
越
候
処
御
用
御
取
込
、
其
上
無
宿

ニ
候
故
立
戻
り
候
様
御
申
ニ
付
、
当
御
役
屋
へ
相
戻
り
候
よ
し
申
聞
候
故

篤
と
向
々
吟
味
致
候
得
共
、
外
ニ
怪
敷
筋
一
円
ニ
無
之
、
依
而
口
書
を
取

り
当
御
役
屋
浅
舞
村
よ
り
仕
送
申
候
、

但
役
頭
へ
回
在
之
以
前
立
帰
り
も
の
ゝ
義
御
伺
申
上
候
処
、
其
村
江
罷

越
居
り
差
障
候
ハ
ヽ
伺
な
し
追
放
致
候
而
則
為
相
知
可
申
よ
し
、
併
御

地
頭
に
而
も
抱
り
候
事
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
追
放
不
申
候
而
口
書
ニ
而
も
取

り
候
而
相
伺
候
よ
し
ニ
候
故
、
此
度
之
両
人
之
立
帰
り
も
の
も
外
ニ
怪

敷
義
得
相
聞
不
申
候
故
追
放
可
申
候
義
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
・
関
純
五
郎

江
取
合
セ
致
候
処
、
先
達
足
田
村
ニ
而
役
頭
江
鯨
岡
右
之
義
御
伺
被
成

候
処
、
御
評
義
之
上
と
被
仰
含
候
よ
し
、
然
ハ
日
間
も
無
之
、
も
し
我

等
承
り
違
ひ
も
難
斗
候
故
、
此
趣
を
も
以
来
之
御
議
定
御
指
揮
之
趣
有

之
候
よ
ふ
申
遣
候
、

一
 
仁
井
山
村
江
御
用
有
之
、
今
昼
食
後
浅
舞
御
役
屋
よ
り
同
村
江
罷
越
候
、

一
 
八
日
、
仁
井
山
村
よ
り
御
用
相
済
候
而
、
今
九
ツ
時
前
浅
舞
村
御
役
屋
江

罷
帰
り
申
候
、

一
 
十
日
、
田
処
主
鈴
・
跡
部
惣
兵
衛
よ
り
戻
り
御
判
紙
を
以
此
度
の
立
帰
り

之
も
の
共
之
再
詮
義
致
候
様
ニ
昨
日
申
来
候
処
、
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
回
村

向
よ
り
罷
帰
候
付
、
同
然
ニ
詮
義
致
候
、

一
 
十
一
日
、
右
之
口
書
久
保
田
表
小
栗
忠
蔵
・
田
処
主
鈴
江
主
殿
殿
御
判
紙

添
ニ
而
仕
送
申
候
、

一
 
今
日
浅
舞
村
御
用
明
ニ
而
朝
飯
湯
沢
御
役
屋
江
引
移
申
候
、
此
節
関
純
五

郎
同
様
詰
合
、

一
 
十
四
日
、
町
送
御
判
紙
添
ニ
而
小
栗
忠
蔵
・
田
処
主
鈴
よ
り
左
之
通
申
来

候
故
、
則
浅
舞
御
役
屋
詰
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
・
跡
部
惣
兵
衛
江
純
五
郎
・

我
等
両
名
ニ
而
手
紙
差
添
候
而
遣
シ
申
候
、

唯
今
又
左
衛
門
殿
被
仰
含
候
は
、
今
年
よ
り
雄
勝
・
平
鹿
両
郡
御
撫

育
御
手
宛
被
成
置
候
事
ニ
被
仰
渡
御
取
扱
被
成
置
候
処
、
角
間
川
村

惣
助
・
忠
蔵
・
三
左
衛
門
右
御
取
扱
義
難
有
奉
存
、
冥
加
之
為
メ
御

備
江
金
銭
差
上
申
度
願
申
出
候
付
、
右
之
形
年
寄
衆
江
被
仰
上
候
処

言
上
ニ
相
成
、
此
度
思
召
被
仰
出
候
ハ
、
深
切
之
義
右
仕
法
永
続
之

手
格
専
要
ニ
被
思
召
、
是
迄
属
役
共
出
精
致
候
筈
ニ
候
得
共
、
猶
又

申
会
御
仕
法
永
続
之
手
宛
可
致
旨
、
厚
キ
被
仰
出
之
趣
小
生
共
両
人

御
催
促
ニ
而
役
頭
よ
り
被
仰
含
候
間
、
此
段
御
伝
致
候
、
下
略
ス
、

一
 
十
五
日
、
純
五
郎
義
内
用
有
之
候
故
、
先
日
久
保
田
表
江
申
遣
候
よ
し
、

然
処
早
々
一
ト
先
罷
帰
候
様
ニ
昨
日
申
来
り
、
今
日
湯
沢
御
役
屋
出
立
申

候
、

一
 
昨
日
三
梨
村
よ
り
訴
状
を
以
申
出
候
は
、
当
村
堰
之
内
江
当
歳
之
セ
倅
流

く



参
候
よ
し
申
出
ニ
候
故
明
日
見
分
ニ
罷
越
候
故
番
人
附
置
候
趣
申
渡
候
、

一
 
今
日
右
之
見
分
ニ
罷
越
候
ニ
付
、
湯
沢
御
役
屋
出
立
、
稲
庭
村
へ
罷
越
候

処
、
大
洪
水
ニ
而
岩
城
橋
川
向
村
と
稲
庭
村
之
間
仏
師
沢
橋
共
流
失
致
候

付
、
右
川
筋
中
嶋
江
流
木
を
取
り
ニ
稲
庭
村
郷
中
よ
り
多
人
数
出
候
内
水

ニ
ま
か
れ
候
而
逃
可
申
様
無
之
も
の
相
聞
得
候
故
、
稲
庭
村
肝
煎
仁
兵
衛

并
郷
人
共
多
人
数
召
連
候
而
川
前
へ
罷
出
候
得
共
中
々
不
易
容
洪
水
ニ
而

助
ケ
候
事
不
相
叶
、
無
拠
引
水
を
相
待
候
外
無
之
ニ
付
、
一
ト
先
稲
庭
村

引
取
り
候
処
、
暮
合
ニ
相
及
候
処
故
三
梨
村
江
明
朝
罷
越
見
分
致
候
段
、

肝
煎
仁
兵
衛
方
よ
り
申
遣
候
、
此
度
之
よ
ふ
な
る
洪
水
ハ
郷
中
ニ
而
誰
も

覚
候
者
無
之
候
よ
し
ニ
相
聞
得
候
、
依
而
今
日
は
無
是
非
稲
庭
村
ニ
而
一

宿
致
候
、

一
 
十
六
日
、
三
梨
村
江
引
移
、
一
昨
日
同
村
よ
り
訴
状
を
以
申
出
候
当
歳
之

女
セ
倅
堰
筋
江
流
参
候
よ
し
、
右
之
見
分
ニ
罷
越
候
ニ
付
、
親
郷
稲
庭
村

肝
煎
并
三
梨
村
肝
煎
共
先
達
ニ
而
吟
味
仕
候
、
此
義
ハ
全
御
検
使
之
訳
ニ

も
被
存
不
申
候
故
覚
書
ニ
致
候
、
尤
稲
庭
村
・
三
梨
村
よ
り
訴
状
差
出
候

訳
ハ
追
々
吟
味
致
候
趣
を
相
認
申
候
、
今
日
町
送
ニ
而
仕
送
可
申
候
処
、

昨
日
よ
り
之
洪
水
ニ
而
道
橋
無
残
流
候
ニ
付
控
候
而
見
合
セ
居
り
申
候
、

一
 
十
七
日
、
今
日
よ
り
稲
庭
村
寄
郷
村
々
江
田
面
見
分
致
候
付
、
其
村
々
肝

煎
共
先
達
為
致
候
而
見
分
申
候
、

一
 
廿
一
日
、
今
晩
川
向
村
ニ
而
壱
宿
致
候
、
然
ニ
関
純
五
郎
よ
り
手
紙
ニ
而

三
梨
村
之
捨
子
之
義
密
々
吟
味
可
申
よ
し
、
役
頭
被
仰
含
候
趣
申
来
候
、

一
 
廿
二
日
、
川
向
村
田
面
見
分
可
申
処
、
足
病
ニ
付
無
拠
昼
食
な
し
ニ
而
湯
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三

沢
御
役
屋
へ
立
戻
り
申
候
、

一
 
廿
八
日
、
木
下
村
よ
り
役
頭
御
手
紙
ニ
而
右
面
々
催
促
可
申
渡
候
義
ニ
付
、

則
催
促
状
を
差
出
候
、
人
数
左
之
通
、

大
沢
村
 
御
山
守
 
宗
吉

親
類
左
太
郎
相
担
之
御
苦
柄
申
立
候
付
、
久
保
田
表
よ
り
才
足
ニ
相

及
候
処
、
御
山
守
相
勤
居
候
付
出
府
難
相
成
段
、
支
配
催
促
相
背
候

不
調
法
ニ
付
、
御
山
守
家
頭
御
引
揚
急
度
御
呵
、

同
村
 
作
之
允

右
同
断
之
節
病
気
ニ
付
出
府
ニ
及
兼
、
追
々
子
共
御
才
足
ニ
応
シ
為

差
登
候
段
申
聞
、
御
吟
味
上
一
身
病
気
虚
実
申
届
為
差
登
候
段
白
状

相
及
不
届
ニ
付
、
家
頭
御
引
揚
急
度
御
呵
、

同
村
 
喜
右
衛
門

新
蔵

多
右
衛
門

多
郎
兵
衛

右
同
断
之
節
病
気
ニ
付
出
府
相
及
兼
、
左
候
ハ
ヽ
外
親
類
共
ニ
而
も

為
差
登
可
申
候
処
無
其
義
罷
有
、
不
行
届
致
方
急
度
御
呵
、

一
 
桑
ケ
崎
村
兵
右
衛
門
・
小
野
村
平
兵
衛
御
呵
ニ
而
居
候
処
御
免
之
事
、

一
 
上
院
内
村
・
足
田
村
・
新
町
村
右
三
ケ
村
へ
当
春
拝
借
の
御
米
直
々
御
貸

蔵
へ
差
置
候
処
、
夏
中
焼
失
ニ
相
成
候
旨
、
此
度
右
村
々
江
被
相
返
候

事
、

一
 
廿
九
日
、
大
沢
村
六
人
之
も
の
御
役
屋
へ
罷
越
候
故
、
昨
日
之
通
申
渡
候
、
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猶
三
ケ
村
焼
失
米
之
事
も
申
渡
候
、
且
桑
ケ
崎
村
兵
右
衛
門
・
小
野
村
平

兵
衛
両
人
共
ニ
御
呵
御
免
之
段
申
渡
候
、

一
 
晦
日
、
役
頭
へ
御
用
有
之
木
下
村
江
昼
食
過
よ
り
罷
越
候
、

閏
八
月

一
 
朔
日
、
木
足
村
よ
り
御
用
相
済
候
而
昼
食
な
し
ニ
而
湯
沢
御
役
屋
へ
罷
帰

り
申
候
、

一
 
足
田
村
彦
右
衛
門
数
年
来
御
田
畑
江
心
を
相
用
ひ
辛
労
致
候
付
、
此
度
為

御
賞
銭
五
貫
文
被
下
置
候
義
被
仰
渡
候
、
幸
ひ
豊
田
五
右
衛
門
御
役
屋
詰

合
ニ
候
故
、
五
右
衛
門
よ
り
同
村
肝
煎
江
申
渡
候
様
相
伝
ひ
候
、

一
 
三
日
、
上
下
関
両
村
田
面
見
分
ニ
罷
越
、
日
暮
御
役
屋
江
立
戻
り
候
、

一
 
四
日
、
関
口
村
田
面
見
分
、
日
暮
御
役
屋
へ
立
戻
、

一
 
五
日
、
倉
内
村
見
分
、
日
暮
御
役
屋
へ
立
戻
、

一
 
六
日
、
今
日
昼
食
過
よ
り
御
役
屋
出
立
、
諸
村
田
面
見
分
ニ
罷
越
候
、

一
 
八
日
、
湯
沢
寄
郷
見
分
相
済
、
日
暮
御
役
屋
江
罷
帰
り
候
、

一
 
九
日
、
湯
沢
御
役
屋
昼
食
過
出
立
、
横
堀
村
江
引
移
候
処
、
小
栗
忠
蔵
此

度
之
水
損
ニ
付
右
御
普
請
御
用
有
之
詰
合
居
候
、

一
 
十
日
、
院
内
銀
山
江
御
用
ニ
而
忠
蔵
同
様
罷
越
候
而
、
銀
山
台
所
ニ
お
ゐ

而
昼
食
、
下
院
内
村
津
軽
本
陣
ニ
而
一
宿
、

一
 
十
一
日
、
忠
蔵
ハ
役
内
沢
目
水
損
御
普
請
処
見
分
、
手
元
ハ
上
下
院
内
毛

見
御
用
相
勤
候
、
上
院
内
ニ
而
昼
食
、

一
 
同
晩
上
下
院
内
毛
見
致
候
而
、
横
堀
ニ
而
一
宿
之
処
、
忠
蔵
ニ
も
役
内
沢

目
御
普
請
処
見
分
相
済
候
よ
し
ニ
而
同
宿
、

一
 
十
二
日
、
忠
蔵
ハ
外
御
用
有
之
浅
舞
御
役
屋
へ
出
立
、
手
元
ニ
而
は
下
院

内
昨
日
見
分
残
横
堀
村
・
寺
沢
村
見
分
、
横
堀
ニ
而
昼
食
、
直
々
同
村
一

宿
、

一
 
十
三
日
、
横
堀
村
出
立
、
中
村
見
分
、
同
村
ニ
而
昼
食
、
川
井
村
江
引
移
、

同
村
見
分
直
々
一
宿
、

一
 
十
四
日
、
川
井
村
昨
日
見
分
残
相
済
、
役
内
村
田
面
見
分
、
同
村
ニ
而
昼

食
、
横
堀
村
一
宿
、

一
 
十
五
日
、
横
堀
村
出
立
、
小
野
村
見
分
、
同
村
昼
食
、
直
々
桑
崎
村
江
引

移
一
宿
、

一
 
十
六
日
、
桑
崎
村
見
分
、
同
村
ニ
而
昼
食
、
無
残
見
分
相
済
高
松
村
江
引

移
一
宿
、

一
 
十
七
日
、
高
松
村
見
分
、
同
村
ニ
而
昼
食
、
無
残
見
分
相
済
相
川
村
江
引

移
、
同
村
見
分
、
直
々
一
宿
、

一
 
十
八
日
、
相
川
村
見
分
、
同
村
ニ
而
昼
食
、
御
役
屋
へ
罷
帰
り
候
処
、
豊

田
五
右
衛
門
御
諍
馬
御
用
ニ
而
此
節
御
役
屋
引
移
り
大
町
伝
馬
役
処
へ
罷

越
居
候
よ
し
、

但
横
堀
寄
郷
毛
見
之
分
ハ
同
村
肝
煎
理
兵
衛
同
道
致
候
、
直
々
今
日
御

役
屋
江
も
右
御
用
ニ
付
召
連
候
、
且
当
九
日
よ
り
今
昼
食
迄
の
御
賄
手

形
宿
九
枚
・
昼
食
九
枚
、
都
合
拾
八
枚
理
兵
衛
へ
相
渡
候
、

一
 
十
九
日
、横
堀
寄
郷
御
毛
見
願
高
先
頃
よ
り
見
分
致
候
ニ
付
右
取
纏
申
候
、

五
右
衛
門
御
諍
馬
御
用
明
ニ
而
今
朝
御
役
屋
へ
引
移
り
申
候
、



一
 
廿
一
日
、
役
頭
浅
舞
御
役
屋
江
御
居
り
御
用
有
之
、
早
々
罷
出
候
様
ニ
申

来
、
同
役
純
五
郎
同
様
罷
出
御
用
承
り
候
、

一
 
廿
二
日
よ
り
役
頭
同
様
同
役
惣
兵
衛
・
純
五
郎
、
吟
味
役
平
山
文
市
郎
同

然
ニ
平
鹿
郡
之
内
回
村
仕
候
、
文
市
郎
ハ
大
森
村
ニ
而
御
用
有
之
相
残
候
、

跡
人
数
ニ
而
雄
勝
郡
之
内
回
村
、
廿
七
日
皆
々
湯
沢
御
役
屋
へ
相
詰
候
、

一
 
廿
九
日
、
役
頭
よ
り
被
仰
含
候
付
、
左
之
通
書
出
申
候
、

雄
勝
郡
妊
婦
書
上
、

当
申
五
月
中
よ
り
同
閏
八
月
迄
之
分
取
纏

一
 
惣
人
数
合
七
百
九
拾
壱
人

内
百
九
拾
壱
人
出
産

内
百
拾
人
 
 
男

同
八
拾
壱
人
 
女

同
八
拾
九
人
半
産
死
体

残
五
百
拾
壱
人
未
タ
出
産
届
無
之
分
、

一
 
拾
八
人
 
右
は
為
御
撫
育
米
三
俵
ニ
銭
弐
貫
文
宛
拝
領
之
も
の
、

一
 
壱
人
 
 
右
は
昨
年
中
出
生
之
世
倅
此
節
ニ
至
り
極
窮
ニ
而
養
育
相

成
兼
、
願
ニ
付
米
弐
俵
拝
領
、

一
 
壱
人
、
 
右
は
捨
子
取
揚
候
ニ
付
、
御
吟
味
之
上
為
御
合
力
銭
五
貫

文
拝
領
、

一
、
同
日
、
川
井
村
元
悦
・
同
村
三
四
郎
・
役
内
村
之
内
湯
の
台
多
右
衛
門
・

川
井
村
肝
煎
又
右
衛
門
江
左
之
通
被
仰
付
候
、川

井
村
肝
煎
 
又
右
衛
門
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自
分
子
供
元
悦
義
役
内
村
多
右
衛
門
宅
ニ
而
博
奕
致
御
苦
柄
ニ
相
成

候
義
兼
而
取
示
シ
方
不
行
届
ニ
而
急
度
御
呵
、右

同
人
子
供
 
元
悦

自
分
義
役
内
村
多
右
衛
門
宅
ニ
而
博
奕
之
趣
御
詮
義
之
処
、
白
状
ニ

相
及
候
、
依
而
厳
重
ニ
可
被
仰
付
候
処
、
頗
御
宥
恕
ニ
而
過
料
弐
拾

貫
文
差
出
候
旨
急
度
御
呵
、

右
同
村
 
 
 
三
四
郎

右
同
断
ニ
付
過
料
弐
貫
文
為
差
出
候
而
急
度
御
呵
、

役
内
 
 
 
 
多
右
衛
門

自
分
宅
ニ
而
博
奕
之
宿
致
候
段
御
取
糺
之
処
、
留
主
跡
ニ
而
一
向
存

不
申
趣
ニ
ハ
候
得
共
、
打
寄
人
数
之
内
右
金
銭
の
義
ニ
付
彼
是
相
難

候
処
、
翌
朝
ニ
相
至
右
金
銭
の
中
作
等
致
候
義
ニ
候
ヘ
ハ
、
留
主
跡

之
事
ハ
乍
申
博
奕
之
金
銭
ニ
取
候
義
不
届
ニ
付
一
村
払
被
仰
付
候
、

九
月

一
 
朔
日
、
役
頭
御
役
屋
出
立
ニ
而
院
内
江
御
出
、
此
節
吟
味
役
豊
田
五
右
衛

門
も
御
同
様
御
連
、
同
役
忠
蔵
・
純
五
郎
・
我
等
事
外
御
用
有
之
湯
沢
御

役
屋
ニ
残
罷
有
候
、

一
 
同
二
日
、
役
頭
上
下
院
内
村
之
方
御
見
分
相
済
、
今
日
湯
沢
御
役
屋
昼
食

ニ
而
御
帰
り
、
五
右
衛
門
・
同
役
惣
兵
衛
ハ
二
三
日
以
前
よ
り
院
内
村
江

御
用
ニ
而
罷
越
居
候
処
、
両
人
共
直
々
役
頭
同
然
御
役
屋
江
罷
越
候
、

一
 
同
三
日
、
同
役
忠
蔵
・
惣
兵
衛
御
用
明
ニ
而
忠
蔵
御
普
請
処
見
分
御
用
、
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惣
兵
衛
浅
舞
御
役
屋
へ
湯
沢
御
役
屋
よ
り
出
立
申
候
、

一
 
同
五
日
、
明
六
日
湯
沢
御
役
屋
出
立
、
御
用
明
ニ
而
一
ト
先
罷
帰
候
付
、

左
之
通
手
形
差
出
候
、

米
五
斗
五
升
五
合
請
取
申
候
、
右
は
郡
方
見
回
役
加
勢
ニ
而
雄
勝
郡

湯
沢
町
仮
御
役
屋
詰
、
当
八
月
二
日
よ
り
同
九
月
五
日
迄
、
日
数
六

拾
三
日
之
内
弐
拾
六
日
他
村
回
在
日
引
残
三
拾
七
日
之
分
、
但
シ
壱

日
五
合
三
人
御
扶
持
、
於
当
処
被
渡
下
候
時
、
以
上
、

文
政
七
年
申
九
月
六
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湊
曽
兵
衛

湯
沢
町
肝
煎
殿

一
 
同
日
、
忠
蔵
浅
舞
御
役
屋
よ
り
湯
沢
御
役
屋
ニ
而
昼
食
、
院
内
江
罷
越
候
、

右
は
御
乗
出
ニ
付
御
目
見
ニ
御
四
家
衆
追
々
御
登
故
、
駅
場
御
取
□
之
為

ニ
罷
越
候
、

但
先
月
十
日
石
塚
主
殿
殿〔

御
家
老
、
湯
沢
泊
ニ
而
今
日
院
内
昼〕

、

同
廿
八
日
左
衛
門
殿
出
立
、
同
廿
九
日
十
太
夫
殿〔
湯
沢
昼
、
院
内
ニ

而
泊〕

、
御
北〔

九
月
五
日
湯
沢
泊〕

、

一
 
同
六
日
、
湯
沢
御
役
屋
出
立
、
横
手
町
ニ
而
昼
食
直
々
一
宿
致
候
、
右
ハ

杉
苗
木
之
義
石
川
八
左
衛
門
江
掛
合
之
次
第
有
之
、
同
役
吉
沢
助
左
衛
門

江
申
伝
の
御
用
ニ
付
止
宿
致
候
、

一
 
七
日
、
大
曲
村
ニ
而
昼
食
、
刈
和
野
村
ニ
而
一
宿
、
同
晩
同
役
跡
部
惣
兵

衛
浅
舞
村
御
役
屋
よ
り
御
用
済
、
同
役
田
処
主
鈴
と
交
代
ニ
而
帰
宅
故
同

宿
い
た
し
候
、

一
 
八
日
、
昼
食
な
し
ニ
而
惣
兵
衛
同
様
刈
和
野
村
出
立
、
帰
宅
い
た
し
候
、

一
 
同
日
、
御
用
有
之
、
惣
兵
衛
同
然
帰
宅
之
上
役
頭
へ
罷
出
御
用
申
出
候
、

十
月

一
 
廿
六
日
、
御
評
定
処
よ
り
御
催
促
ニ
而
被
仰
渡
候
は
、
石
塚
主
殿
殿
於
江

戸
表
病
死
ニ
付
、
右
御
判
紙
処
持
致
候
ハ
ヽ
、
当
廿
九
日
迄
之
内
ニ
引
替

候
様
被
仰
渡
候
、

一
 
廿
九
日
、
御
評
定
処
御
物
書
仁
平
礼
蔵
江
内
談
致
候
は
、
町
送
御
判
紙
拾

枚
之
内
壱
枚
ハ
未
タ
取
纏
兼
候
故
、
只
今
九
枚
返
上
申
度
よ
ふ
篤
と
申
談

候
得
共
、
其
義
ハ
埒
明
不
申
候
故
、
取
揃
候
而
返
上
致
候
よ
ふ
ニ
有
之
候
、

無
拠
其
通
ニ
致
候
、

十
一
月

一
 
二
日
、
主
殿
殿
町
送
之
御
判
紙
九
枚
同
苗
丈
左
衛
門
江
内
談
致
候
而
当
人

江
相
渡
申
候
、
残
壱
枚
之
分
は
回
在
之
上
仕
送
候
義
ニ
致
候
、
此
度
又
七
郎

殿
ニ
而
御
賄
御
伝
馬
御
判
紙
弐
枚
・
町
送
御
判
紙
拾
枚
今
日
請
取
申
候
、

一
 
四
日
、
久
府
出
立
、
昼
食
な
し
ニ
而
刈
和
野
村
ニ
而
壱
宿
、

一
 
五
日
、
刈
和
野
村
出
立
、
大
曲
村
ニ
而
昼
食
、
横
手
町
ニ
而
壱
宿
、

一
 
六
日
、
横
手
町
ニ
而
昼
食
、
湯
沢
町
御
役
屋
へ
相
詰
申
候
、

一
 
七
日
、
杉
宮
村
惣
兵
衛
当
八
月
中
同
村
利
左
衛
門
子
供
投
捨
候
一
件
ニ
而

肝
煎
役
被
召
放
、
急
度
御
呵
ニ
而
罷
有
候
処
、
今
日
当
人
直
々
催
促
致
候

而
、
右
御
呵
御
免
之
段
申
渡
候
、
此
節
同
村
肝
煎
彦
左
衛
門
御
収
納
米
之

御
用
有
之
よ
し
ニ
而
当
人
子
供
同
道
ニ
而
御
役
屋
江
罷
越
候
、



一
 
九
日
、
川
井
村
肝
煎
又
右
衛
門
・
同
村
三
四
郎
先
日
催
促
致
候
処
、
今
日

御
役
屋
江
両
人
共
罷
越
候
間
御
呵
御
免
之
段
申
渡
候
、
右
は
当
八
月
中
役

内
村
之
内
湯
台
村
ニ
而
博
奕
壱
件
ニ
付
御
呵
ニ
而
居
候
、

一
 
昼
食
後
御
役
屋
出
立
、
下
院
内
村
駅
場
役
処
詰
ニ
罷
越
候
、
右
は
今
宵
左

衛
門
殿
当
処
御
泊
ニ
而
御
下
り
之
よ
し
ニ
付
罷
越
候
、

一
 
横
堀
村
肝
煎
・
長
共
今
七
ツ
過
下
院
内
村
駅
場
江
罷
越
相
伺
候
は
、
左
衛

門
様
明
晩
横
堀
御
止
宿
被
成
候
よ
し
ニ
而
御
宿
割
、
役
宿
見
分
之
よ
し
ニ

而
唯
今
御
越
候
処
、
御
当
人
御
申
ニ
は
甚
宿
々
尾
篭
之
内
便
処
等
も
無
之

候
故
早
々
雪
取
払
候
而
内
便
処
取
拵
可
申
候
よ
し
ニ
而
、
肝
煎
・
長
百
姓

共
宿
割
役
江
相
願
候
は
、
御
覧
之
通
此
節
ハ
御
収
納
最
中
ニ
而
寄
郷
村
々

よ
り
上
納
米
座
敷
之
内
江
も
積
置
、
其
上
悪
病
流
行
ニ
而
家
毎
程
ニ
病
人

御
座
候
得
は
、
六
拾
人
余
之
御
人
数
御
取
扱
可
申
上
候
様
無
之
候
間
御
免

シ
被
成
下
候
様
申
談
候
得
共
承
引
無
之
、
此
義
如
何
仕
候
而
可
然
候
趣
ニ

候
故
、
御
本
陣
江
罷
越
候
而
御
訴
訟
申
上
候
よ
ふ
ニ
差
図
致
遣
候
処
、
向

方
膳
番
挨
拶
候
は
、
是
非
横
堀
ニ
而
御
泊
被
成
候
故
早
々
手
配
可
致
候
義

ニ
候
故
、
押
々
御
宿
之
義
御
訴
訟
致
候
処
、
其
方
共
ニ
而
は
御
用
筋
不
相

分
候
故
両
肝
煎
ニ
可
罷
越
候
義
ニ
而
長
共
罷
帰
り
候
、
依
而
肝
煎
理
兵

衛
・
長
三
人
同
道
候
而
御
本
陣
江
罷
出
段
々
前
条
之
義
申
上
候
処
、
御
人

物
柄
ニ
相
対
シ
御
止
宿
御
訴
訟
申
上
候
段
甚
不
届
之
よ
し
抔
之
不
法
ニ
有

之
候
趣
ニ
候
故
、
此
義
如
何
程
ニ
仕
候
ハ
ヽ
可
然
候
故
、
先
例
も
有
之
哉

理
兵
衛
へ
承
り
候
処
、
斎
殿
御
昼
又
七
郎
殿
御
止
宿
御
両
人
共
ニ
御
登
之

節
、
久
保
田
表
よ
り
御
丁
寧
之
被
仰
含
豊
田
五
右
衛
門
よ
り
申
来
御
取
扱

湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

九
七

仕
候
迄
ニ
而
、
外
ニ
江
戸
往
来
之
衆
横
堀
ニ
而
御
昼
御
泊
共
ニ
御
宿
仕
候

例
無
之
候
よ
し
申
聞
候
故
、
左
候
ハ
ヽ
此
義
を
も
取
含
候
而
御
本
陣
江
罷

出
候
而
御
訴
訟
可
申
上
、
右
ニ
而
も
強
而
一
宿
之
趣
申
聞
候
ハ
ヽ
、
手
元

差
図
ニ
而
御
一
宿
ハ
不
相
成
候
義
挨
拶
ニ
可
相
及
候
よ
ふ
差
図
遣
候〔

但

御
掛
合
ニ
相
及
候
処
最
早
夜
明
申
候〕

処
、
肝
煎
・
長
共
暫
罷
有
候
而
罷

帰
り
申
聞
候
は
、
最
早
五
ツ
時
、
然
ハ
御
先
番
之
衆
ニ
候
哉
、
多
分
横
堀

江
御
越
候
義
故
如
何
共
可
致
よ
ふ
無
之
、
何
分
此
度
之
義
ハ
見
捨
呉
候
よ

ふ
之
趣
ニ
有
之
、
猶
供
回
り
之
面
々
多
分
な
ら
す
先
詰
ニ
横
堀
江
罷
越
候

事
ニ
候
得
共
、
誠
ニ
当
惑
申
斗
無
之
、
左
衛
門
殿
ニ
も
出
立
被
申
候
場
ニ

相
至
り
、
外
ニ
如
何
共
取
扱
可
申
よ
ふ
無
之
、
余
り
無
理
不
法
之
事
而
已

ニ
而
可
致
様
な
し
、
無
拠
肝
煎
・
長
共
申
聞
之
通
り
ニ
致
候
、

一
 
十
日
、
右
之
段
今
朝
御
判
紙
添
を
以
久
府
関
純
五
郎
江
申
遣
差
置
候
、
左

衛
門
殿
ニ
ハ
五
ツ
時
院
内
御
本
陣
出
足
、
横
堀
江
一
宿
被
致
候
、

一
 
今
晩
左
衛
門
殿
横
堀
村
ニ
而
一
宿
被
致
候
付
、
下
院
内
村
ニ
而
夜
食
給
候

而
同
村
江
引
移
り
申
候
、

一
 
十
一
日
、
左
衛
門
殿
今
日
横
堀
村
出
立
被
致
候
付
、
同
村
之
義
ハ
間
宿
ニ

而
、
江
戸
往
来
等
之
宿
并
歩
伝
馬
差
出
候
事
ハ
不
相
成
候
故
、
昨
晩
院
内

村
ニ
而
三
ケ
村
の
歩
伝
馬
割
ニ
而
今
朝
継
立
候
、
斎
殿
・
又
七
郎
殿
江
戸

御
登
之
節
横
堀
ニ
而
宿
致
候
砌
、
矢
張
其
例
之
通
ニ
致
候
、

一
 
十
二
日
、
昼
食
後
横
堀
村
よ
り
下
院
内
村
よ
り
下
院
内
村
江
引
移
、
右
は

十
太
夫
殿
明
十
三
日
院
内
昼
ニ
而
江
戸
表
よ
り
被
下
候
ニ
付
、
駅
場
江
附

添
御
用
有
之
罷
越
候
、
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一
 
十
三
日
、
駅
場
方
御
用
有
之
下
院
内
村
よ
り
昼
食
後
湯
沢
江
引
移
申
候
、

然
ル
処
駅
場
役
人
七
右
衛
門
罷
越
申
聞
候
は
、
昨
日
よ
り
之
雨
ニ
而
岩
崎

渡
今
昼
過
よ
り
大
小
共
ニ
相
留
り
居
候
義
、十
太
夫
殿
へ
只
今
申
上
候
処
、

右
渡
シ
相
留
り
不
申
候
而
も
先
触
ハ
湯
沢
泊
之
義
ニ
差
出
候
得
共
、
今
晩

岩
崎
泊
り
ニ
相
成
候
故
、
明
十
四
日
之
人
馬
未
明
ニ
岩
崎
江
可
差
出
候
様

ニ
御
座
候
間
、
右
人
馬
繰
出
シ
方
之
手
配
居
り
候
よ
し
申
聞
候
故
、
岩
崎

ニ
而
十
太
夫
殿
ニ
も
不
相
限
止
宿
之
義
は
殊
更
昼
食
と
て
も
不
相
成
候
、

其
詮
ハ
間
宿
之
事
也
、
且
ツ
岩
崎
へ
差
掛
り
候
而
渡
シ
留
り
ニ
候
ハ
ヽ
、

こ
と
に
よ
り
御
止
宿
と
申
候
義
ハ
臨
時
処
シ
方
も
可
有
之
候
得
共
、
於
湯

沢
ニ
岩
崎
渡
り
留
り
候
義
を
御
聞
取
り
被
成
候
義
也
、
其
上
間
宿
ニ
候
得

は
御
止
宿
ハ
曽
而
不
相
成
候
故
、
此
段
拙
者
差
図
を
以
十
太
夫
殿
家
来
江

可
申
談
、
猶
明
日
岩
崎
江
人
馬
差
遣
候
義
ニ
相
及
不
申
候
故
、
右
の
手
配

延
引
可
申
候
義
申
含
差
遣
候
処
、
十
太
夫
殿
ニ
お
ゐ
て
も
至
極
尤
之
よ
し

ニ
而
今
晩
先
触
之
通
湯
沢
ニ
壱
宿
被
致
候
、

一
 
今
夜
中
よ
り
岩
崎
渡
江
役
人
附
置
申
候
、

一
 
十
四
日
、
昼
五
ツ
半
頃
岩
崎
渡
漸
々
利
候
義
申
出
候
付
、
十
太
夫
殿
方
へ

則
為
相
知
候
処
湯
沢
出
立
被
致
候
、

一
 
十
七
日
、
町
送
を
以
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
・
関
純
五
郎
よ
り
申
来
候
ハ
、
先

頃
申
遣
候
左
衛
門
殿
横
堀
村
ニ
而
被
泊
候
義
ハ
役
頭
よ
り
御
掛
合
被
成
候

よ
し
、
猶
以
来
間
宿
ニ
而
誰
ニ
而
も
相
泊
り
候
義
曽
而
不
相
成
候
義
申
来

候
故
、
同
役
吉
沢
助
左
衛
門
へ
今
日
手
紙
を
以
右
之
段
相
伝
ひ
候
、
猶
浅

舞
御
役
屋
詰
田
処
主
鈴
江
も
相
伝
ひ
候
様
助
左
衛
門
迄
申
遣
候
、

一
 
廿
二
日
、
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
浅
舞
御
役
屋
よ
り
湯
沢
御
役
屋
詰
ニ
而
引
移

申
候
、

一
 
吟
味
役
豊
田
五
右
衛
門
よ
り
御
町
送
ニ
而
四
郎
左
衛
門
・
我
等
下
院
内
村

御
下
代
定
吉
御
呵
之
義
申
渡
候
様
申
来
、
依
而
当
人
催
促
致
候
、

一
 
廿
三
日
、
下
院
内
村
定
吉
湯
沢
御
役
屋
へ
罷
越
候
故
左
之
通
申
渡
候
、

津
軽
御
本
陣
守
 
御
下
代
 
定
吉

自
分
同
役
正
兵
衛
義
、
御
役
銭
之
内
不
少
遣
ひ
込
欠
落
致
候
付
御
尋

被
成
候
処
、
不
指
心
得
段
申
上
候
、
同
役
間
兼
而
吟
味
形
も
可
有
之

候
処
不
行
届
ニ
付
、
御
下
代
被
召
放
、
急
度
被
仰
付
候
も
の
也
、

一
 
廿
六
日
、
吟
味
役
豊
田
五
右
衛
門
、
湯
沢
御
役
屋
江
着
、

一
 
廿
七
日
、
関
純
五
郎
よ
り
町
送
を
以
左
之
人
数
御
呵
御
免
之
段
申
来
催
促

致
候
、
三
梨
村
久
左
衛
門
・
縫
殿
村
丈
八
・
大
館
村
伝
吉
・
大
沢
村
喜
右

衛
門
・
新
蔵
多
右
衛
門
・
多
郎
兵
衛
、

一
 
晦
日
、
大
館
村
伝
吉
・
三
梨
村
久
左
衛
門
、
湯
沢
御
役
屋
江
罷
出
候
間
、

御
呵
御
免
之
段
申
渡
候
、
右
ハ
右
両
人
兼
而
博
奕
致
候
、
御
科
ニ
而
八
月

中
よ
り
御
呵
ニ
而
居
候
、

一
 
豊
田
五
右
衛
門
今
日
湯
沢
御
役
屋
出
立
、
横
堀
村
江
引
移
り
申
候
、

十
二
月

一
 
朔
日
、
縫
殿
村
丈
八
御
呵
御
免
之
段
申
渡
候
、
右
は
博
奕
致
候
御
科
ニ
而
、

八
月
中
よ
り
御
呵
ニ
而
居
候
、
大
沢
村
喜
右
衛
門
・
新
蔵
・
多
右
衛
門
・

多
郎
兵
衛
御
呵
御
免
之
段
申
渡
候
、
右
は
親
類
左
太
郎
相
担
之
御
苦
柄
候



義
ニ
付
甚
不
行
届
之
取
扱
致
候
付
、
八
月
中
よ
り
御
呵
ニ
而
居
り
候
、
此

度
御
免
、

一
 
吟
味
役
片
岡
矢
右
衛
門
、
稲
庭
村
よ
り
湯
沢
御
役
屋
江
引
移
り
申
候
、

一
 
七
日
、
関
純
五
郎
、
湯
沢
御
役
屋
へ
相
詰
候
、

一
 
八
日
、
豊
田
五
右
衛
門
右
同
断
、

一
 
十
日
、
関
純
五
郎
、
浅
舞
御
役
屋
へ
引
移
り
候
、

一
 
十
二
日
、
豊
田
五
右
衛
門
、
湯
沢
御
役
屋
出
立
、
帰
宅
、

一
 
十
三
日
、
片
岡
矢
右
衛
門
同
断
、

一
 
同
日
、
田
処
主
鈴
よ
り
申
来
候
ハ
、
此
度
於
湯
沢
ニ
御
引
上
ニ
相
成
候
候
、

売
薬
取
立
銭
御
沙
汰
有
之
迄
預
り
可
申
候
、
残
薬
分
仕
送
候
様
申
来
候
、

但
シ
右
売
薬
致
候
者
ハ
浅
舞
村
又
右
衛
門
と
申
者
ニ
有
之
候
、
当
八
日

口
書
取
り
仕
送
申
候
、

一
 
右
同
人
よ
り
桑
崎
村
正
兵
衛
と
申
者
、
先
年
泉
沢
村
ニ
而
盗
致
候
者
之
義
、

御
小
人
差
引
役
よ
り
此
度
口
書
仕
送
候
よ
し
、
右
之
者
一
郡
払
被
仰
付
候

段
申
来
候
、

一
 
十
四
日
、
右
当
人
肝
煎
同
道
催
促
、
今
日
一
郡
払
之
義
申
渡
候
、

一
 
昨
日
よ
り
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
、
西
馬
音
内
前
郷
村
江
罷
越
候
、
右
は
返
上

米
同
処
御
備
蔵
ニ
而
請
取
候
付
引
移
り
申
候
、

一
 
十
七
日
、
朝
四
ツ
頃
よ
り
御
足
軽
三
人
召
連
候
而
杉
宮
村
江
罷
越
候
処
、

四
郎
左
衛
門
も
西
馬
音
内
よ
り
御
用
明
之
よ
し
ニ
而
同
村
へ
被
相
越
候
、

右
は
今
日
十
七
日
夜
之
市
ニ
而
上
三
郡
よ
り
集
り
正
月
用
之
品
出
候
ニ

付
、
博
奕
等
も
有
之
候
ニ
付
出
張
申
候
、

湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

九
九

一
 
十
八
日
、
昼
食
な
し
ニ
而
杉
宮
村
よ
り
四
郎
左
衛
門
同
様
御
役
屋
へ
罷
帰

り
候
、
御
足
軽
三
人
ハ
西
馬
音
内
前
郷
村
ニ
今
日
市
有
之
候
ニ
付
、
同
処

三
人
共
差
遣
申
候
、

一
 
廿
一
日
四
郎
左
衛
門
今
日
昼
食
、
御
役
屋
出
足
、
岩
崎
御
役
屋
江
上
納
米

請
取
り
ニ
罷
越
、
右
御
用
明
次
第
、
直
々
帰
館
致
候
積
ニ
有
之
候
、

一
 
廿
三
日
、
雄
勝
郡
東
西
之
村
之
妊
婦
、
当
五
月
よ
り
同
十
二
月
廿
三
日
迄

之
惣
纏
左
之
通
、

一
 
惣
妊
婦
合
千
三
百
六
拾
壱
人

内
五
百
八
拾
壱
人
出
生

内
三
百
拾
四
人
 
 
男

同
弐
百
六
拾
七
人
 
女

同
弐
百
五
拾
五
人
病
死
半
産
死
体
之
分

残
五
百
弐
拾
五
人
未
タ
出
産
之
届
無
之
分

一
 
五
拾
四
人
願
申
立
候
付
、
御
撫
育
御
手
当
拝
領
之
者

一
 
弐
百
三
拾
四
人
 
湯
沢
町
并
寄
郷
書
出
妊
婦

内
百
拾
七
人
出
生

内
五
拾
五
人
 
 
男

同
六
拾
弐
人
 
 
女

同
三
拾
九
人
病
死
半
産

残
七
拾
八
人
未
タ
出
産
無
之
分

一
 
弐
百
八
拾
四
人
 
稲
庭
村
并
寄
郷
共
之
分

内
百
拾
壱
人
出
生



湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

一
〇
〇

内
六
拾
六
人
 
 
男

同
四
拾
五
人
 
 
女

同
七
拾
壱
人
死
体
半
産
共

残
百
弐
人
未
タ
出
産
之
届
無
之

一
 
弐
百
五
人
 
猿
半
内
村
并
寄
郷
共
之
分

内
六
拾
七
人
出
生

内
三
拾
四
人
 
 
男

同
三
拾
三
人
 
 
女

同
三
拾
四
人
病
死
半
産
共

残
百
四
人
未
タ
出
産
之
届
無
之

一
 
弐
百
弐
拾
八
人
 
横
堀
村
并
寄
郷
共
之
分

内
百
拾
三
人
出
生

内
六
拾
四
人
 
 
男

同
四
拾
九
人
 
 
女

同
三
拾
六
人
病
死
半
産
共

残
七
拾
九
人
未
タ
出
産
之
届
無
之

一
 
百
四
拾
五
人
 
西
馬
音
内
前
郷
村
并
寄
郷
共
之
分

内
五
拾
五
人
出
生

内
三
拾
三
人
 
 
男

同
弐
拾
弐
人
 
 
女

同
弐
拾
三
人
病
死
半
産
共

残
六
拾
七
人
未
タ
出
産
之
届
無
之
分

一
 
百
四
拾
四
人
 
西
馬
音
内
堀
回
村
并
寄
郷
共
之
分

内
六
拾
人
出
生

内
三
拾
六
人
 
 
男

同
弐
拾
四
人
 
 
女

同
三
拾
四
人
病
死
半
産
共

残
五
拾
人
未
タ
出
産
之
届
無
之
分

一
 
百
弐
拾
壱
人
 
山
田
村
并
寄
郷
共
之
分

内
五
拾
八
人
出
生

内
弐
拾
六
人
 
 
男

同
三
拾
弐
人
 
 
女

同
拾
八
人
病
死
半
産
共

残
四
拾
五
人
未
タ
出
産
無
之
分

一
 
御
撫
育
拝
領
被
仰
付
候
者
左
之
通
、

但
シ
定
式
御
手
当
ハ
銭
弐
貫
文
ニ
米
九
斗
宛
壱
人
ニ
付
拝
領
被
仰
付
候
、

一
 
湯
沢
町
ニ
而
兵
右
衛
門
閏
八
月
中
当
人
店
前
捨
子
有
之
候
処
養
育
致

候
付
、
銭
五
貫
文
拝
領
、
治
右
衛
門
六
月
中
当
人
女
房
出
産
致
候
処
、

兼
而
極
窮
ニ
付
御
撫
育
願
申
上
候
処
、
御
伺
不
相
済
候
内
肝
煎
手
内

よ
り
一
ト
先
米
六
斗
差
遣
候
処
、
其
間
出
生
之
倅
病
死
致
候
付
右
米

ハ
肝
煎
江
御
備
米
よ
り
被
返
付
候
、
七
右
衛
門
六
月
中
仁
右
衛
門
十

二
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
金
屋
村
久
四
郎
五
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
柳
田
村
長
助
十
二
月
中
定
式
之
通
拝
領
、



一
 
稲
庭
村
平
九
郎
・
市
右
衛
門
・
今
助
右
三
人
十
月
中
、
長
八
十
二
月

中
、
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
三
梨
村
孫
左
衛
門
、
十
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
東
福
寺
村
喜
左
衛
門
、
閏
月
中
右
同
断
、

一
 
三
又
村
新
右
衛
門
、
閏
八
月
中
右
同
断
、

一
 
大
門
村
久
蔵
、
閏
八
月
中
右
同
断
、

一
 
飯
田
村
作
助
、
十
月
中
右
同
断
、

一
 
猿
半
内
村
八
右
衛
門
、
十
二
月
中
右
同
断
、

一
 
横
堀
村
五
助
、
十
月
中
利
左
衛
門
、
十
二
月
中
清
七
、
十
二
月
中
定

式
之
通
拝
領
、

一
 
中
村
作
兵
衛
、
八
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
上
院
内
村
久
助
、
十
月
中
右
同
断
、

一
 
寺
沢
村
東
右
衛
門
女
房
、
昨
年
出
産
之
処
出
生
之
子
供
極
窮
ニ
付
養

育
相
成
兼
候
義
願
申
上
候
付
、
五
月
中
米
六
斗
拝
領
、

一
 
高
松
村
吉
右
衛
門
、
十
二
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
桑
崎
村
喜
左
衛
門
・
藤
吉
七
月
中
右
同
断
、

一
 
山
田
村
茂
左
衛
門
閏
八
月
中
右
同
断
、

一
 
貝
沢
村
八
之
助
十
月
中
、
八
右
衛
門
、
十
一
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
松
岡
村
長
助
十
一
月
中
右
同
断
、

一
 
西
馬
音
内
前
郷
村
久
治
、
閏
八
月
中
右
同
断
、

一
 
大
戸
村
喜
左
衛
門
、
閏
八
月
中
右
同
断
、

一
 
野
中
村
幸
左
衛
門
・
喜
蔵
八
月
中
右
同
断
、
同
村
重
郎
右
衛
門
十
月

湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

一
〇
一

中
定
式
之
通
拝
領
之
処
、
出
生
之
倅
十
二
月
中
病
死
、

一
 
二
条
道
村
与
之
助
、
八
月
中
定
式
之
通
拝
領
、

一
 
杉
宮
村
助
右
衛
門
、
九
月
中
右
同
断
、

一
 
大
久
保
村
仁
左
衛
門
・
市
助
八
月
中
、
三
平
十
二
月
中
右
同
断
、

一
 
上
郡
山
村
藤
多
郎
、
十
一
月
中
右
同
断
、

一
 
高
尾
田
村
惣
八
八
月
中
、
万
平
十
一
月
中
右
同
断
、

一
 
新
町
村
甚
助
・
忠
助
十
月
中
、
龍
蔵
十
二
月
中
右
同
断
、

一
 
糠
塚
村
正
助
・
多
右
衛
門
、
十
月
中
右
同
断
、

一
 
西
馬
音
内
堀
回
村
仁
吉
、
八
月
中
右
同
断
、

一
 
飯
沢
村
儀
右
衛
門
、
十
月
中
右
同
断
、

一
 
軽
井
沢
村
伝
七
・
半
七
・
杢
右
衛
門
十
月
中
、
伊
四
郎
十
一
月
中
、

右
同
断
、

一
 
払
体
村
甚
之
助
十
二
月
中
右
同
断
、

一
 
廿
七
日
、
豊
田
五
右
衛
門
よ
り
町
送
ニ
而
石
塚
源
一
郎
殿
御
合
鑑
村
々
相

渡
候
よ
ふ
申
来
、
則
回
状
を
以
御
役
屋
へ
催
促
申
触
候
、

一
 
廿
八
日
、
右
同
人
よ
り
町
送
を
以
下
院
内
村
吉
蔵
・
善
蔵
右
両
人
先
年
御

追
放
ニ
而
罷
有
候
処
、
此
度
御
領
内
徘
徊
御
免
并
上
院
内
村
長
百
姓
治
左

衛
門
一
郡
御
追
放
之
義
申
来
候
ニ
付
、
則
手
紙
を
以
右
両
村
肝
煎
催
促
之

趣
申
遣
候
、

一
 
廿
九
日
、
両
院
内
村
江
御
用
状
を
以
催
促
致
候
、

一
 
晦
日
、
上
院
内
村
よ
り
肝
煎
名
代
長
百
姓
罷
越
候
処
、
治
左
衛
門
同
道
致

候
故
、
右
治
左
衛
門
へ
申
渡
候
ハ
、
当
秋
中
絹
糸
を
他
領
出
致
候
も
の
ゝ



湊
八
八「

日
記」（

郡
方
見
回
役
加
勢
勤
中
日
記）

一
〇
二

宿
致
候
処
、
右
絹
糸
取
扱
形
甚
以
如
何
之
取
扱
致
候
付
一
郡
御
追
放
被
成

置
候
段
申
渡
候
、
御
足
軽
長
蔵
差
添
御
追
放
致
候
、

一
 
下
院
内
村
よ
り
肝
煎
名
代
長
百
姓
御
役
屋
罷
越
候
故
、
其
村
吉
蔵
・
善
蔵

先
年
御
追
放
被
仰
付
候
処
、
此
度
御
領
内
徘
徊
御
差
免
シ
ニ
相
成
候
趣
申

渡
差
遣
候
、

（

了）



一
〇
三

彙
報

（

平
成
二
十
五
年
一
月
現
在）

一
 
展
示

○
企
画
展

「

絵
図
に
み
る
近
世
秋
田」

・
日
程
お
よ
び
観
覧
者
数

前
期
 
八
月
二
十
四
日
～
九
月
二
十
三
日

三
一
日
間
 
観
覧
者
四
九
九
〇
人

後
期
 
十
一
月
二
十
一
日
～
十
二
月
十
六
日

二
五
日
間
 
観
覧
者
二
四
〇
〇
人

計
五
六
日
間
 
 
〃
 
七
三
九
〇
人

一
日
平
均
 
 
〃
 
 
一
三
二
人

・
展
示
内
容

プ
ロ
ロ
ー
グ（

世
界
の
絵
図）

Ⅰ
日
本
図
・
東
国
絵
図

Ⅱ
国
絵
図
・
領
分
絵
図

Ⅲ
城
下
絵
図

Ⅳ
町
絵
図
・
村
絵
図

Ⅴ
身
近
な
絵
図

エ
ピ
ロ
ー
グ（

絵
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス）

（

太
田
 
研）

二
 
講
座

○
公
文
書
館
講
座

本
年
度
の「

公
文
書
館
講
座」

は
二
コ
ー
ス
制
で

以
下
の
と
お
り
実
施
し
た
。

〈

古
文
書
解
読
コ
ー
ス〉

・
入
門
編

は
じ
め
て
古
文
書
を
学
ぶ
方
を
対
象
に
、
古
文
書

の
基
礎
知
識
や
解
読
の
初
歩
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
三
回
連
続
の
講
座
を
実
施
し
た
。

六
月
三
十
日
・
七
月
七
日
・
七
月
十
四
日

（

い
ず
れ
も
土
曜
日）

・
初
級
編

古
文
書
の
基
礎
知
識
や
解
読
の
初
歩
を
学
ん
だ
方

を
対
象
に
、
郷
土
秋
田
の
歴
史
や
文
化
に
親
し
む
こ

と
を
目
的
と
し
て
、三
回
連
続
の
講
座
を
実
施
し
た
。

七
月
二
十
一
日
・
七
月
二
十
八
日
・
八
月
四
日

（

い
ず
れ
も
土
曜
日）

・
上
級
編

こ
れ
ま
で
に
古
文
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
方
、

現
在
勉
強
さ
れ
て
い
る
方
、
及
び
地
域
で
活
動
し
て

い
る
方
な
ど
を
対
象
に
、
解
読
の
知
識
や
方
法
を
よ

り
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。

第
一
回
 
九
月
七
日（
金）

「

御
廻
米
船
於
他
領
破
損
一
件」

（

講
師
 
嵯
峨
稔
雄）

第
二
回
 
九
月
十
四
日（
金）

「

宝
暦
銀
札
発
行
の
波
紋」（

講
師
 
加
藤
民
夫）

第
三
回
 
九
月
二
十
一
日（

金）
「

江
戸
後
期
秋
田
藩
の
藩
政
改
革
 
下」

（

講
師
 
渡
部
紘
一）

第
四
回
 
九
月
二
十
八
日（

金）
「

久
保
田
か
ら
江
戸
ま
で
の
旅
中
日
記（

そ
の
二）」

（

講
師
 
菊
地
利
雄）

〈

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス〉

歴
史
資
料
や
公
文
書
館
の
諸
活
動
に
興
味
・
関
心

が
あ
る
方
を
対
象
に
、
当
館
の
資
料
利
用
方
法
や
、

資
料
保
存
活
動
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。

第
一
回
 
十
一
月
二
日（

金）
「

戦
前
の
県
水
産
試
験
場
の
ク
ニ
マ
ス
養
殖」

（

講
師
 
柴
田
知
彰）

第
二
回
 
十
一
月
九
日（

金）
「

つ
い
に
完
結
！
 
宇
都
宮
孟
綱
日
記」

（

講
師
 
佐
藤
 
隆）

第
三
回
 
十
一
月
十
六
日（

金）
「

公
文
書
館
っ
て
何
だ
ろ
う
？」

（

講
師
 
松
尾
直
樹）

第
四
回
 
十
一
月
二
十
三
日（

金）
「

絵
図
に
み
る
近
世
秋
田」（

講
師
 
太
田
 
研）

な
お
、
二
コ
ー
ス
あ
わ
せ
て
三
四
〇
名
の
方
に
参

加
し
て
い
た
だ
い
た
。
来
年
度
も
よ
り
充
実
し
た
講

座
を
開
講
し
た
い
。

（

鍋
島
 
真）

○
県
政
映
画
上
映
会

～
懐
か
し
き
昭
和
三
十
年
代
の
我
が
秋
田
～



第
一
回
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
六
日（

日）

来
場
者
数
 
八
七
名

第
二
回
 
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
日（

土）

来
場
者
数
 
五
八
名

（
会
場：

当
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル）

当
上
映
会
は
、
今
年
度
で
四
年
目
を
迎
え
た
。

八
月
の
上
映
会
で
は
直
前
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
た

ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
ち
な
み
、「

秋
田
と
ス

ポ
ー
ツ」

を
テ
ー
マ
と
し
た
。
厳
し
い
残
暑
の
中
、

午
前
午
後
合
わ
せ
て
八
七
名
が
来
場
し
た
。
ア
ン
ケ

ー
ト
の
結
果
、
能
代
市
出
身
の
体
操
選
手
、
小
野
喬

さ
ん
が
登
場
す
る「

小
野
選
手
晴
れ
の
郷
土
入
り」

が
最
も
人
気
を
集
め
た
。

文
化
の
日
は
た
い
へ
ん
肌
寒
く
あ
い
に
く
の
空
模

様
で
あ
っ
た
が
、
五
八
名
の
方
々
が
各
種
産
業
か
ら

生
活
・
文
化
ま
で
多
岐
に
渡
る
内
容
の
映
画
を
鑑
賞

し
た
。
こ
の
日
は
、
海
外
移
住
、
鉄
道
建
設
、
集
団

就
職
、
県
庁
舎
建
設
な
ど
の
話
題
に
関
心
が
集
ま
っ

た
よ
う
だ
。

「

こ
れ
か
ら
の
秋
田
を
考
え
る
上
で
と
て
も
勉
強

に
な
っ
た」「

先
人
達
の
苦
労
が
現
代
に
あ
る
と
感

じ
た」「

秋
田
の
昔
を
知
る
こ
と
は
、
秋
田
の
こ
れ

か
ら
を
考
え
る
上
で
重
要
だ」

…

。
寄
せ
ら
れ
た
多

く
の
声
を
拝
見
す
る
と
、
歴
史
資
料
を
後
世
に
伝
え

る
公
文
書
館
の
責
務
に
つ
い
て
改
め
て
再
確
認
し
た

次
第
で
あ
る
。

リ
ピ
ー
タ
ー
の
割
合
は
、昨
年
度
八
月
が
一
九
％
、

昨
年
度
文
化
の
日
と
今
年
度
八
月
が
三
〇
％
、
今
年

度
文
化
の
日
が
二
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
県
政
映
画

の
普
及
行
事
と
し
て
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。

来
年
度
も
県
の
記
念
日（

八
月
二
十
九
日）

と
文

化
の
日
に
合
わ
せ
て
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

（

木
村
 
裕
久）

○
古
文
書
相
談
日

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
開
始
し
た
古
文
書
相
談
日

も
、
今
年
度
で
四
年
目
に
入
っ
た
。
計
二
一
回
の
開

催
予
定
で
一
月
時
点
で
は
計
一
七
回
実
施
し
、
延
べ

一
六
名
が
相
談
に
訪
れ
た
。
内
訳
は
秋
田
市
内
一
〇

名
、
県
内
二
名
、
県
外
四
名
で
あ
り
、
今
年
度
は
県

外
利
用
者
の
増
加
が
目
立
っ
た
。

最
も
多
か
っ
た
先
祖
調
べ
に
関
わ
る
相
談
で
は
、

自
宅
に
伝
来
す
る
古
文
書
だ
け
で
な
く
、
当
館
所
蔵

の
関
係
資
料
を
調
べ
て
読
め
な
か
っ
た
部
分
の
解
読

な
ど
も
あ
っ
た
。
県
外
利
用
者
や
県
外
在
住
の
親
戚

か
ら
頼
ま
れ
た
相
談
者
も
い
た
。
相
談
日
の
趣
旨
が

理
解
さ
れ
、
古
文
書
を
自
分
で
あ
る
程
度
解
読
し
た

上
で
相
談
日
を
利
用
す
る
方
が
増
え
た
の
も
特
徴
で

あ
る
。

先
祖
調
べ
の
他
に
は
、
自
宅
に
所
蔵
す
る
藩
主
が

重
臣
に
宛
て
た
書
状
、
ま
た
自
分
で
調
べ
た
当
館
所

蔵
の
御
境
目
関
係
の
資
料
に
つ
い
て
相
談
す
る
事
例

が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
秋
田
市
内
の
方
か
ら
先
祖
伝

来
の
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
相
談
が
あ
り
、
相
談
へ

の
対
応
の
中
で
当
館
へ
の
資
料
の
寄
贈
に
つ
な
が
っ

た
事
例
も
あ
っ
た
。

（

柴
田
 
知
彰）

三
 
研
修
・
協
議
会

○
第
三
十
八
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡

協
議
会
全
国（

広
島）

大
会

同
大
会
は
、
十
一
月
八
日
・
九
日
の
二
日
間
、
広

島
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー（

鯉
城
会
館）

を
会
場
に

「

地
域
社
会
と
と
も
に
歩
む
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ―

今
な

す
べ
き
こ
と―

」

を
大
会
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
開
催

さ
れ
た
。当
館
か
ら
は
館
長
以
下
三
名
が
出
席
し
た
。

大
会
の
主
要
な
論
点
と
し
て
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
は
、
昨
年
度
施
行
さ
れ
た
公
文
書
管
理
法

へ
の
取
組
み
で
あ
る
。
大
会
テ
ー
マ
研
究
会
で
条
例

制
定
し
た
安
芸
高
田
市
と
熊
本
県
の
事
例
が
、
視
察

に
お
い
て
広
島
県
と
広
島
市
の
事
例
が
、
取
組
み
例

と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
各
自
治
体
の
規
模
や
歴
史
に

合
わ
せ
た
取
組
み
手
法
は
、
同
じ
課
題
を
抱
え
る
機

関
会
員
に
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。

ふ
た
つ
目
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
文
書
救
済

に
か
か
わ
る
取
組
み
で
あ
る
。
個
別
会
員
で
大
き
な

成
果
を
上
げ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
た
一
方
、
全
史
料

協
自
体
が
取
組
ん
だ
陸
前
高
田
市
の
レ
ス
キ
ュ
ー
は

成
果
が
あ
げ
ら
な
か
っ
た
と
の
報
告
が
な
さ
れ
、
こ

れ
を
踏
ま
え
て
種
々
の
提
言
が
あ
っ
た
。
成
功
不
成

功
両
方
の
事
例
を
充
分
に
検
証
し
て
今
後
の
活
動
に

活
か
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
大
き
な
教
訓
の
一
つ

と
し
て
、
所
蔵
者
と
の
平
時
の
繋
が
り
や
組
織
自
体

彙
 
報

一
〇
四



彙
 
報

一
〇
五

の
社
会
的
認
知
度
が
な
け
れ
ば
、
い
ざ
災
害
と
い
う

と
き
に
何
の
役
に
も
立
て
な
い
、
日
頃
の
巡
回
調
査

が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

最
後
に
組
織
自
体
の
問
題
で
あ
る
。
運
営
を
機
関

会
員
中
心
と
す
る
こ
と
で
組
織
強
化
を
図
る
と
し
た

「

個
別
具
体
化
計
画」

に
取
組
ん
で
き
た
が
、
最
終

年
度
の
今
年
、
機
関
会
員
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
か
え

っ
て
組
織
も
弱
体
化
し
た
と
の
検
証
報
告
が
な
さ
れ

た
。
こ
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。

参
加
者
一
人
一
人
が
全
史
料
協
の
意
義
を
考
え
さ

せ
ら
れ
た
大
会
で
あ
っ
た
と
感
じ
る
。

（
松
尾
 
直
樹）

○
平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅰ

九
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
の
五
日
間
、
国
立
公
文

書
館
主
催
で
東
京
・
八
丁
堀
の
会
場
に
て
開
催
さ
れ

た
。こ

の
研
修
は
、
公
文
書
に
携
わ
る
職
員
の
う
ち
主

に
初
任
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
や
各
都

道
府
県
、
市
町
村
や
大
学
な
ど
、
全
国
の
様
々
な
機

関
か
ら
七
十
名
以
上
が
参
加
し
た
。

研
修
内
容
は
、「

記
録
管
理
と
は
何
か」「

ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
と
は
何
か」

と
い
っ
た
基
本
的
概
要
の
講
義

に
始
ま
り
、
公
文
書
管
理
法
等
の
説
明
や
諸
外
国
の

公
文
書
管
理
の
紹
介
、
電
子
公
文
書
の
保
存
方
法
や

紙
資
料
の
保
存
修
復
に
関
す
る
講
義
な
ど
、
範
囲
は

多
岐
に
わ
た
っ
た
。
諸
外
国
の
事
例
等
は
普
段
の
仕

事
の
中
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
報
で
あ
り
、
他

に
も
実
務
に
生
か
せ
る
よ
う
な
興
味
深
い
講
義
が
数

多
く
あ
っ
た
。
各
講
義
の
質
疑
応
答
で
は
多
く
の
質

問
が
寄
せ
ら
れ
、
関
心
の
高
さ
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ

れ
が
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
現
状
も
垣
間
見
え

た
。ま

た
、
研
修
で
は
そ
の
ほ
か
に
も
課
題
別
グ
ル
ー

プ
討
論
が
行
わ
れ
、「

公
文
書
の
評
価
・
選
別」

を

テ
ー
マ
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
。
先
進
的
な

機
関
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
公
文
書
館
を
立
ち
上
げ

よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
抱
え
る
問
題
も
三
者

三
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
様
々
な
立
場
の
受
講
者
と

意
見
交
換
を
行
う
こ
と
で
、
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

共
有
し
あ
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
自
ら
の
職
務
に
つ

い
て
振
り
返
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。

基
本
的
な
知
識
の
習
得
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
受
講

者
間
の
情
報
交
換
こ
そ
が
、
こ
の
研
修
の
主
眼
な
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
自
身
、
有
益
な
経
験
だ
っ

た
と
実
感
し
て
お
り
、
今
後
も
、
当
館
か
ら
の
継
続

的
な
参
加
に
期
待
し
た
い
。

（

大
山
 
由
佳）

○
平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅱ

こ
の
研
修
は
国
立
公
文
書
館
主
催
で
、
同
館
を
会

場
に
し
て
国
・
地
方
公
共
団
体
の
文
書
主
管
課
及
び

公
文
書
館
等
の
職
員
の
う
ち
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修

Ⅰ
を
受
講
し
た
者
を
対
象
に
、
平
成
二
十
五
年
一
月

二
十
二
日
か
ら
同
二
十
四
日
ま
で
三
日
間
の
日
程
で

開
催
さ
れ
た
。参
加
人
員
は
四
四
名
。研
修
内
容
は
、

評
価
選
別
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
国
立
公
文
書
館
及

び
沖
縄
県
等
四
県
の
事
例
報
告
と
テ
ー
マ
別
に
分
か

れ
て
の
グ
ル
ー
プ
討
論
で
あ
る
。

国
立
公
文
書
館
の
事
例
報
告
で
は
、
館
へ
移
管
す

る
か
廃
棄
す
る
か
の
決
定
の
た
め
、
移
管
元
と
目
録

の
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
で
館
が
保
存
・
廃
棄
の
選

別
の
決
定
に
関
わ
っ
て
い
る
現
状
、
ま
た
、
各
県
の

報
告
か
ら
は
原
課
を
評
価
選
別
に
関
わ
ら
せ
る
方
向

に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

本
県
が
参
加
し
た
グ
ル
ー
プ
討
論
の
テ
ー
マ
は
、

「

直
面
し
て
い
る
課
題
等
に
つ
い
て」

で
あ
る
。
討

論
に
お
い
て
は
、
あ
る
べ
き
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
全
体
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
課
題
の
解

決
策
が
見
え
て
く
る
と
し
て
議
論
を
重
ね
て
い
っ

た
。具
体
的
に
は
文
書
管
理
全
体
に
共
通
す
る
事
項
、

現
用
・
非
現
用
文
書
の
管
理
の
三
段
階
に
分
け
、
そ

の
中
で
文
書
主
管
課
・
職
員
個
人
・
公
文
書
館
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
を
考
え
、
あ
る
べ
き
文
書
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
の
行
程
表
を
作
っ
た
。
行
程
表
作
成
で
重
要

視
さ
れ
た
の
は
、
文
書
管
理
全
体
に
共
通
す
る
事
項

で
、
文
書
の
公
開
に
向
け
て
検
索
し
や
す
い
目
録
の

作
成
、
保
存
期
間
満
了
後
の
措
置
を
記
載
し
た
フ
ァ

イ
ル
基
準
表
の
作
成
、
公
文
書
館
の
役
割
を
文
書
管

理
規
程
に
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
る
こ
と
等
で
あ
っ

た
。
現
用
文
書
の
管
理
に
お
い
て
は
、
最
初
か
ら
公

開
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
文
書
を
作
成
す
る

こ
と
、
非
現
用
文
書
の
管
理
に
お
い
て
は
、
書
庫
ス

ペ
ー
ス
の
狭
隘
化
に
対
処
す
る
た
め
、
一
度
保
存
を



決
め
た
文
書
で
も
再
選
別
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
等
の

議
論
が
な
さ
れ
た
。
最
終
的
に
そ
れ
ら
を
実
行
す
る

た
め
、
公
文
書
館
の
立
場
か
ら
主
務
課
に
対
し
、
文

書
の
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
指
導
の
働
き
か
け

を
行
っ
て
い
く
仕
組
み
作
り
が
必
要
で
あ
る
と
の
結

論
に
至
っ
た
。

グ
ル
ー
プ
討
論
で
は
各
参
加
者
の
置
か
れ
て
い
る

状
況
の
違
い
を
踏
ま
え
つ
つ
、
共
通
し
て
持
つ
べ
き

客
観
的
基
準
を
探
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
全
体
と

し
て
本
県
の
今
後
進
む
べ
き
方
向
性
を
検
討
す
る
上

で
収
穫
の
多
い
研
修
で
あ
っ
た
。（

畑
田
 
正
樹）

○
平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
短

期
コ
ー
ス

十
一
月
十
三
か
ら
十
八
日
の
六
日
間
、
国
文
学
研

究
資
料
館
主
催
で
福
井
県
文
書
館
に
て
開
催
さ
れ
た

短
期
コ
ー
ス
に
参
加
し
た
。

講
義
内
容
は
①
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
理
念
、
②
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
③
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

と
地
域
、
に
大
別
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。

①
に
関
わ
る
講
義
で
は
、
世
界
及
び
日
本
の
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
歴
史
や
理
論
、
法
制
度
な
ど
に
つ
い
て

学
び
、
資
料
の
価
値
の
多
様
さ
に
つ
い
て
考
え
る
と

こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
②
に
関
わ
る
講
義
で
は
、
資
料

の
階
層
構
造
の
と
ら
え
方
や
、
実
際
に
目
録
を
編
成

し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
の
講
義
が
興
味
深
か
っ

た
。
特
に「

利
用
な
く
し
て
保
存
な
し」

と
い
う
言

葉
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
近
年
増
加
し
て
い
る

電
子
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
様
々
な
問
題
が
あ
り
、
多

様
な
媒
体
で
の
保
存
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。
③

に
関
わ
る
講
義
で
は
、
様
々
な
文
書
館
・
資
料
館
の

シ
ス
テ
ム
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
時
に
利
用
者

の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
な
け
れ
ば
、
地
域

や
行
政
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
価
値
を
認
識
し
て
も
ら

え
な
い
と
い
う
現
状
を
強
く
感
じ
た
。

今
回
の
研
修
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
公
文
書
館
の

業
務
の
意
義
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
様
々
な
形
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
関
わ
る

受
講
者
が
お
り
、
情
報
を
交
換
す
る
中
で
問
題
意
識

を
共
有
で
き
た
こ
と
も
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

（

鍋
島
 
真）

○
市
町
村
公
文
書
・
歴
史
資
料
保
存
利
用
推
進
会
議

十
一
月
二
十
一
日
、
各
市
町
村
の
公
文
書
管
理
及

び
歴
史
資
料
の
担
当
者
を
対
象
に
開
催
し
た
。

今
年
度
は
、
青
森
県
史
の
編
さ
ん
に
当
た
っ
て
実

際
に
県
内
の
歴
史
資
料
所
在
調
査
に
携
わ
ら
れ
た
青

森
県
県
民
生
活
文
化
課
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
主
査

の
石
塚
雄
士
氏
を
お
迎
え
し
、「

青
森
県
の
歴
史
資

料
所
在
調
査
に
つ
い
て」
と
い
う
テ
ー
マ
で
基
調
講

演
を
い
た
だ
い
た
。

当
館
が
今
回
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、

本
県
の
貴
重
な
歴
史
資
料
を
取
り
巻
く
厳
し
い
現
状

認
識
が
あ
る
。「

秋
田
県
史」

編
さ
ん
か
ら
五
〇
年

が
経
過
し
、
市
町
村
合
併
も
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
資

料
所
在
情
報
が
不
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
高
齢
化
や

代
替
わ
り
に
よ
る
個
人
所
有
資
料
の
廃
棄
や
散
逸
等

で
今
後
資
料
が
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
現
状
を
踏
ま
え
、
歴
史
資
料
保
存
の
あ
る
べ
き
方

策
を
検
討
す
る
た
め
に
実
態
等
を
把
握
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
認
識
を
市
町
村
と
共
有
で
き
る

よ
う
に
歴
史
資
料
調
査
を
最
近
実
施
し
て
い
る
青
森

県
の
石
塚
氏
に
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
る
。

講
演
は
、
調
査
の
流
れ
に
そ
っ
た
説
明
が
あ
り
、

ま
た
、
石
塚
氏
が
長
年
の
経
験
か
ら
感
じ
た
調
査
の

課
題
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
。
詳
細
は
、
本

号
所
収
の
講
演
録
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

講
演
後
の
情
報
交
換
で
は
、
秋
田
市
か
ら
公
文
書

管
理
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
大
仙
市
か
ら
公
文
書
館

機
能
の
シ
ス
テ
ム
構
築
に
つ
い
て
、
美
郷
町
か
ら
学

友
館
の
施
設
紹
介
と
史
料
収
蔵
環
境
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
報
告
が
あ
っ
た
。

（

松
尾
 
直
樹）

四
 
資
料
調
査

○
県
外
古
文
書
所
在
調
査

平
成
二
十
四
年
度
の
県
外
資
料
調
査
は
次
の
と
お

り
実
施
し
た
。

①
平
成
二
十
四
年
十
月
十
五
日
～
十
七
日

国
文
学
研
究
資
料
館（

東
京
都
立
川
市）

「

荒
谷
家
文
書」

は
秋
田
藩
の
鉱
山
経
営
に
関
わ

っ
た
南
比
内
仁
井
田
村
・
荒
谷
家
の
公
私
に
わ
た
る

彙
 
報

一
〇
六



彙
 
報

一
〇
七

約
一
二
〇
〇
点
の
資
料
で
あ
る
。
当
館
で
は
藩
政
期

鉱
山
関
係
の
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
な
い
こ
と
か
ら
、

複
製
本
の
作
成
を
検
討
す
る
た
め
に
調
査
を
実
施
し

た
。
件
数
が
膨
大
で
あ
る
た
め
、
重
要
と
思
わ
れ
る

資
料
を
中
心
に
抽
出
し
、
状
態
を
確
認
し
た
。

調
査
の
結
果
、
保
存
状
態
は
良
好
で
、
ほ
と
ん
ど

の
資
料
が
マ
イ
ク
ロ
撮
影
に
支
障
は
な
い
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
江
戸
期
の
資
料
は
検
地
帳
や
藩
に
提
出

し
た
書
状
の
控
え
な
ど
、
鉱
山
管
理
に
関
わ
る
実
務

的
な
内
容
で
あ
る
。
明
治
期
は
土
地
・
勧
業
・
家
計

に
関
わ
る
も
の
が
多
く
、
荒
谷
家
の
個
人
的
な
資
料

が
中
心
と
思
わ
れ
る
。
絵
図
は「

鋪
図」
と
呼
ば
れ

る
資
料
が
中
心
で
、
こ
れ
は
鉱
道
の
長
さ
・
深
さ
や

出
入
口
な
ど
を
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
多

く
の
鋪
図
が
良
好
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
鉱
山
運
営
上
非
常
に
重
要
な
資
料
で
あ
っ
た
こ

と
が
伺
え
る
。
複
製
本
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
今
後

検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。

②
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
～
二
十
八
日

国
立
公
文
書
館
つ
く
ば
分
館（

茨
城
県
つ
く
ば
市）

「

平
成
十
九
年
度
森
林
管
理
局
移
管
文
書」（

東

北
森
林
管
理
局
分）

か
ら「

賀
藤
家
文
書」

を
除
い

た
江
戸
期
秋
田
藩
関
係
資
料
や
、
当
館
が
所
蔵
し
て

い
な
い「

山
林
原
野
其
他
原
由
取
調
書」（

鹿
角
郡

関
係）

を
中
心
と
し
た
明
治
初
期
の
資
料
な
ど
約
二

九
〇
点
の
状
態
を
確
認
し
た
。

（

鍋
島
 
真）

○
県
内
古
文
書
所
在
調
査

平
成
二
十
四
年
度
の
県
内
資
料
調
査
は
左
記
の
と

お
り
実
施
し
た
。

①
六
月
一
日（

金）

美
郷
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習

課
歴
史
文
化
財
班（

美
郷
町
学
友
館
内）

②
六
月
二
十
三
日（

土）

北
秋
田
市
森
吉
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

③
十
一
月
三
十
日（

金）

能
代
市
教
育
委
員
会
、
能

代
市
市
史
編
さ
ん
室

①
で
は
、
学
友
館
が
美
郷
町
で
唯
一
の
古
文
書
等

を
保
存
す
る
公
的
機
関
で
あ
り
、
館
蔵
古
文
書
等
は

資
料
整
理
の
最
中
で
あ
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
ま

た
、
学
友
館
の
資
料
保
存
状
況
や
苦
労
し
て
い
る
点

な
ど
の
話
を
聞
い
た
。
こ
の
他
、
企
画
展「

佐
竹
義

重
の
生
涯」

の
た
め
貸
し
出
さ
れ
た
当
館
所
蔵
古
文

書
の
展
示
状
況
も
確
認
し
た
。

②
で
は
、
他
県
大
学
の
研
究
会
に
よ
り
文
書
群
の

整
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
地
元
の
文
化
財
保
護

連
絡
協
議
会
員
や
歴
史
に
興
味
を
持
つ
方
々
が
集
ま

り
、
大
学
研
究
会
員
の
指
導
の
も
と
、
学
習
会
を
兼

ね
古
文
書
整
理
作
業
を
行
っ
て
い
た
。

③
で
は
、
二
ツ
井
町
史
編
さ
ん
時
に
収
集
し
た
資

料
が
コ
ピ
ー
さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
近
世

古
文
書
・
明
治
期
の
行
政
文
書
な
ど
の
原
本
の
存
在

を
確
認
し
た
。
ま
た
能
代
市
史
編
さ
ん
に
関
わ
る
資

料
は
す
で
に
目
録
化
さ
れ
て
お
り
、
個
人
所
蔵
資
料

の
調
査
も
終
了
し
て
い
る
。
現
在
、
寄
託
・
寄
贈
の

受
入
は
市
史
編
さ
ん
室
が
担
っ
て
い
る
。

（

柴
田
 
知
彰
・
太
田
 
研）

五
 
寄
贈
資
料

「

川
口
町
万
覚
帳」

三
点

寄
贈
者（

湊
昭
策
氏）

が
自
宅
に
伝
来
す
る

簿
冊
を
直
接
来
館
し
て
寄
贈
。

（

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日
付）

六
 
文
化
財
指
定

○
秋
田
市
指
定
文
化
財

「

渋
江
和
光
日
記」

員
数
 
九
十
八
冊

（

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
指
定）

七
 
当
館
刊
行
物

（

刊
行
物
に
つ
い
て
は
年
度
内
の
も
の
を
示
す）

○『

宇
都
宮
孟
綱
日
記』

第
八
巻

元
治
二
年
正
月
～
明
治
元
年
十
二
月

○『

公
文
書
館
だ
よ
り』

第
二
十
八
号

○『

古
文
書
俱
楽
部』

第
四
十
七
～
五
十
二
号

八
 
受
贈
刊
行
物

（

平
成
二
十
四
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
分
を

次
ペ
ー
ジ
以
下
に
示
す）
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広島県立文書館資料集 7 村上家乗 文久二年・三年
山口県文書館研究紀要 第39号
山口県内市町村役場文書保存状況調査報告書
徳島県立文書館年報 平成22年度/第14号、平成23年度/第15号
徳島県立文書館展示図録 第43回企画展「資料から見る徳島県立保育専門学院の
歴史」
香川県立文書館紀要 第16号
収蔵文書目録 第14集 讃岐国三野群羽方村 森家文書目録
大分県公文書館事業年報 平成23年度
沖縄県公文書館研究紀要 第14号
福岡市総合図書館古文書資料目録 平成23年度/17
福岡市公文書資料目録 平成23年度版/〔CD‐ROM版〕
福岡市総合図書館研究紀要 第12号
小山市文書館要覧 平成23年度/第4号
藤沢山日鑑 別巻 近侍者記録1、別巻 近侍者記録2
（続）藤沢市史 本編1 都市化と市民の現代史
藤沢市史研究 第45号
藤沢市文書館紀要 第32号
藤沢地域の教育力を探る －教育の歴史を通して－
広島市公文書館紀要 第25号
寒川文書館年報 平成23年度/第5号
寒川町史研究 第24号
寒川町史調査報告書 18 －寒川町長の所信表明と施政方針（1）－

資     料     名 彙
 
報

一
〇
八



発 行 機 関
松本市文書館
尼崎市立地域研究史料館
天草市立天草アーカイブズ

松本市文書館紀要 松本市史研究 第22号
尼崎市立地域研究史料館紀要 地域史研究 第112号
天草市立天草アーカイブズ年報 平成23年度/第9号

資     料     名

彙
 
報

一
〇
九

〈 県 内 市 町 村 史 関 連 図 書 〉
発 行 機 関

秋田市

横手市

大館市
男鹿市
鹿角市

潟上市

八峰町
五城目町

秋田市歴史叢書 6 米沢町丁代文書1
秋田市遺跡確認調査報告書 平成23年度
黒澤家日記解読資料集 天保八年 （十三） 黒澤家日記 
秋田市の図書館要覧 2012
秋田市少年指導センターの概要 平成24年度
秋田市勤労青少年ホームの概要 平成23年度、平成24年度
雄和図書館子ども読書活動推進事業報告書
横手市史（普及版） 横手の歴史 
横手市増田町伝統的建造物群保存対策調査報告書 増田 
大館市文化財調査報告書 第5集 大館野遺跡発掘調査報告書
男鹿市の文化財 第一八集 『半島新報』（昭和七年刊行分） 復刻版Ⅲ
秋田県鹿角市遺跡詳細分布調査報告書 －下内野Ⅲ遺跡・折戸遺跡・野中平Ⅲ遺
跡－－尾去沢地区分布調査－
上津野 №37
潟上市総合発展計画（後期基本計画） 活き生き かたがみ の夢づくり 一人
ひとりが輝くひとと環境に優しい田園都市
2012 潟上市老人福祉計画・潟上市介護保険事業計画（第5期）
八峰町の古文書 内荒巻村文書 小手萩村文書
五城目町総合発展計画

資     料     名

〈 国 機 関 か ら の 受 贈 刊 行 物 〉
発 行 機 関

宮内庁
防衛省

外務省
財務省
国会
国立公文書館

国立公文書館アジア歴史資料セ
ンター
その他

書陵部紀要 第63号、第63号〔陵墓篇〕
戦史研究年報 第15号
戦争史研究国際フォーラム報告書 総力戦としての太平洋戦争
外交史料館報 第25号
平成22年度特別展示 酒税が国を支えた時代
国立国会図書館月報 平成23年11月号/№608～平成24年10月号/№619
北の丸 国立公文書館報 第44号
アーカイブズ 第46～48号
平成23年度 アーカイブズ研修Ⅲ修了研究論文集

デジタル・アーカイブの先端をめざして－アジア歴史資料センターの10年－
歴博 第165号 特集 観天望気
歴博 第166号 特集 錦絵と版木
歴博 第167号 特集 東アジアの都城
歴博 第168号 特集 瀬戸内海－旅に生きる人々－
歴博 第169号 特集 戦争そして高度成長－共同研究 20世紀に関する総合的
研究－
歴博 第170号 特集 怪異・妖怪文化
歴博 第171号 特集 都市「江戸」の表象
歴博 第172号 特集 歴史・民俗にみる「老人」たち
歴博 第173号 特集 共同研究 歴史表象の形成と消費文化
歴博 第174号 特集 染織コレクションの形成
歴博 第175号 特集 沖縄 自然・開発・イメージ
国立歴史民俗博物館要覧 平成24年度/2012年度
国立歴史民俗博物館資料目録 6 平田篤胤関係資料目録
国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇 第8号、文学研究篇 第38号
国文学研究資料館史料目録 第94集 信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録
（その4）
国文学研究資料館史料目録 第95集 近現代文書目録（その1） 鈴木荘六文書
手島兵次郎文書 山口重次文書 赤井春海文書 熊田保文書
国文学研究資料館人間文化研究機構連携展示 都市を描く－京都と江戸－
独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所所蔵筆写稿本（漁業制度資料）
の概要 平成23年11月

資     料     名



発 行 機 関
北海道

青森県

岩手県

宮城県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

石川県
長野県

札幌市文化資料室研究紀要 公文書館への道（第4号）
北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第18号
北海道立アイヌ民族文化研究センター年報 平成23年度
仙台藩白老元陣屋資料館報 第17号
青森県史叢書 平成23年度/近現代の美術家
青森県史 資料編 中世3 北奥関係資料
平成23年度特別企画展 近衛家陽明文庫名宝展実施報告書
津軽鰺ヶ沢 丸二塩屋文書目録
新編八戸市史 近現代資料編 都市計画、近現代資料編 戦争
岩手県立博物館研究報告 第29号
岩手県立博物館収蔵資料目録 第24集 生物Ⅵ 岩手の蝶2
岩手県立博物館調査研究報告書 第28冊 森口多里が遺した昭和の記録1 ～館
蔵森口多里写真コレクションから～
岩手県立博物館調査研究報告書 第29冊 総説「日本のクマゲラ」
岩手県立博物館年報 平成23年度
岩手県立博物館第63回企画展 土偶まんだら
もりおか歴史文化館常設展示ガイド
東北歴史博物館研究紀要 13
東北歴史博物館年報 平成23年度
東北歴史博物館東日本大震災復興祈念特別展 神々への祈り－神の若がえりとこ
ころの再生
東北歴史博物館特別展 家族でおでかけ～夏休みのおもいで～
東北歴史博物館特別展 みちのく鬼めぐり
さいたま市新聞記事目録 平成22年版
行田市郷土博物館報 第16号
行田市郷土博物館展示図録 平成22年度/第21回テーマ展「忍藩主松平家と東照宮
～」
行田市郷土博物館企画展示図録 平成22年度/第24回企画展「天変地異－災害の日
本史－」
行田市郷土博物館企画展示図録 平成23年度/第25回企画展「兜～武将のシンボル
～」
佐倉市史研究 第25号
松戸市立博物館紀要 第19号
松戸市立博物館年報 平成23年度/第19号
品川歴史館紀要 第27号
豊島区立郷土資料館研究紀要 第21号 生活と文化
荒川区文化財保護条例30周年記念 平成24年度荒川ふるさと文化館企画展 再発
見！あらかわの匠の仕事－伝統工芸品展－
東京都江戸東京博物館紀要 第2号
東京都江戸東京博物館調査報告書 第25集 江戸の町名主
東京都江戸東京博物館調査報告書 第26集 喜多川周之コレクション 第2集
東京都江戸東京博物館資料目録 館蔵地図目録2 明治の地図
東京都江戸東京博物館分館 江戸東京たてもの園 万徳旅館復元工事報告書
東京都江戸東京博物館分館 江戸東京たてもの園 大和屋本店（乾物屋）復元工
事報告書
自由民権 25
民権ブックス 25 村野常右衛門とその時代
八王子市史研究 第2号/2012年3月
八王子市史叢書 1 村明細帳集成
新八王子市史民俗調査報告書 第1集 八王子市西部地域 恩方の民俗
新八王子市史 資料編5 近現代1
歴史民俗研究 第9輯 －櫻井賞受賞論集－
金澤文庫研究 第327号、第328号
新横須賀市史 通史編 自然・原始・古代・中世
横須賀市史資料所在目録 第6集 －橋本憲和家文書（旧東浦賀村）－
横浜開港資料館紀要 第30号
横浜開港資料館 横浜の海 七面相
横浜市史資料室紀要 第2号
横浜市史資料室報告書 横浜の文化人と戦後復興
石川県史資料 近世篇（12） 諸士系譜（五）
真田宝物館収蔵品目録 真田家旧蔵資料目録 －服飾－
文人大名 真田幸弘とその時代
松代 2011年/〈付・年報〉 第25号
こども 松代みて歩き 武士の住まい －旧横田家住宅・旧前島家住宅・旧樋口
家住宅・山寺常山邸・旧白井家表門－

資     料     名 彙
 
報

一
一
〇

〈 県 外 自 治 体 史 〉



発 行 機 関
静岡県

三重県

滋賀県
大阪府

岡山県
広島県

山口県

福岡県

佐賀県
大分県
宮崎県

静岡県文化財調査報告書 第63集 江川文庫古文書史料調査報告書四 －古文書
（三）－
静岡県文化財調査報告書 第63集 江川文庫古文書史料調査報告書五 －古文書
（四）－
静岡県文化財調査報告書 第63集 江川文庫古文書史料調査報告書六 －古文書
（五）－
静岡県文化財調査報告書 第64集 江川文庫古文書史料調査報告書七 －古写真
・染織－
三重県史資料調査報告書 25 伊勢市史資料調査報告書 三重県伊勢市朝熊町有
文書調査報告書 上巻、下巻
お雑煮プロジェクト～新博ティーンズプロジェクトＰＡＲＴⅢ～成果報告書
三重県資料叢書 5 藤堂高虎関係資料集補遺
新修彦根市史 第11巻 民俗編
大阪の歴史 第77号
新修大阪市史 史料編 第7巻 近世Ⅱ政治2
倉敷の歴史 第22号
アーカイブスふくやま 第3号
東京阿部家資料 工芸編
山口県史研究 第20号
山口県史 史料編 近世6、史料編 幕末維新5
柳川の歴史 4 近世大名 立花家
柳川歴史資料集成 第6集 柳川の民俗概観Ⅱ
柳川市史 史料編Ⅴ 近世文書（前編）、近世文書（後編）
小城歴史読本
大分県立先哲史料館収蔵史料目録 6
佐土原藩嶋津家江戸日記 （十三）
宮崎県文化講座研究紀要 平成23年度/第三十八輯

資     料     名

彙
 
報

一
一
一

発 行 機 関
青山学院大学文学部史学研究室
秋田県立大学システム科学技術
学部
秋田公立美術工芸短期大学
秋田大学企画広報課
秋田大学史学会
大阪商業大学商業史博物館

学習院大学史学会
学習院大学大学院人文科学研究
科アーカイブズ学専攻
神奈川大学日本常民文化研究所

神奈川大学大学院歴史民俗資料
学研究科
川村学園女子大学図書委員会
関西大学史学・地理学会
九州大学附属図書館付設記録資
料館九州文化史資料部門
九州大学大学院統合新領域学府
ライブラリーサイエンス専攻
京都大学大学文書館

京都西山短期大学
熊本史学会
慶應義塾福沢研究センター
高知海南史学会
神戸女子大学史学会
国史学会
国士舘大学日本史学会
佐賀大学地域学歴史文化研究セ
ンター

青山史学 第30号 －伊藤定良教授退任記念号－
公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部業績報告書 （平成23年度）/
第5号
秋田公立美術工芸短期大学紀要 2011/第16号
秋田大学概要 平成24年度
秋大史学 第58号
大阪商業大学商業史博物館紀要 第13号
大阪商業大学商業史博物館資料集成 第1集 明治三十六年三月一日改 電話番
号簿
学習院史学 第50号
学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻研究年報 2012 ＧＣＡＳ
Ｒeport Ｖol.1
民具マンスリー 第44巻7～12号、第45巻1～6号
神奈川大学日本常民文化研究所アチック写真 vol.6
神奈川大学日本常民文化研究所所蔵資料目録 中村半二郎家文書目録 陸奥国閉
伊郡岩泉村（岩手県閉伊郡岩泉町）
神奈川大学日本常民文化研究所所蔵資料目録 永長栄三郎家文書目録 常陸国河
内郡古渡村（茨城県稲敷市古渡）
神奈川大学日本常民文化研究所論集 28 歴史と民俗 28
歴史民俗資料学研究 第17号
川村学園女子大学研究紀要 第23巻第2号
史泉 第115号、第116号
九州文化史研究所紀要 第55号
レコードマネジメント・シンポジウム報告書 レコードマネジメントが組織と社
会を変える
京都大学大学文書館研究紀要 第10号
京都大学大学文書館企画展 屏風に名を残した教員たち
西山学苑研究紀要 第7号
熊本史学 第95・96合併号
近代日本研究 第28巻
海南史学 第50号
神女大史学 第28号
国史学 第205～208号
国士舘史学 第16号
佐賀大学地域学歴史文化研究センター研究紀要 第6号

資     料     名

〈 大 学 か ら の 受 贈 刊 行 物 〉



発 行 機 関
滋賀大学経済学部附属史料館
駿台史学会
専修大学大学史資料課
専修大学歴史学会
創価大学人文学会

高崎経済大学経済学会

高崎経済大学地域政策学会
千葉大学文学部史学科

千葉大学大学院人文社会科学研
究科
中央大学史料委員会専門委員会
中央大学入学センター事務部大
学史編纂課
中央史学会
東京大学史料編纂所

東北学院大学東北文化研究所

東北芸術工科大学東北文化研究
センター

東北大学学術資源研究公開セン
ター史料館
東北大学国史談話会
東北大学大学院文学研究科東北
文化研究室

東北大学東北アジア研究センタ
ー
南山学園
南山大学史料室
日本近代史研究会
日本大学史学会
奈良女子大学史学会
奈良女子大学日本史の方法研究
会

鳴門史学会
ノースアジア大学総合研究セン
ター経済研究所
ノースアジア大学総合研究セン
ター教養・文化研究所
一橋大学大学院社会学研究科若
尾政希研究室
弘前大学国史研究会
弘前大学地域社会研究会
広島史学研究会
広島大学文書館

鷹陵史学会
佛教大学附属図書館

法政大学史学会
聖園学園短期大学
三田史学会
武蔵大学人文学会
武蔵野美術大学大学史史料室
明治大学史資料センター

山形大学歴史・地理・人類学研
究会
米沢史学会
立正大学史学会

滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要 第45号
駿台史学 第144～146号
専修大学史紀要 第4号
専修史学 第51号、第52号
創価大学人文論集 第24号
高崎経済大学論集 第54巻第3号 高橋章教授退職記念号、第54巻第4号 加藤一
郎教授退職記念号、第55巻第1号
地域政策研究 第14巻第4号、第15巻第1号
丹後国加佐郡上安久村安久家文書目録 第四集（現京都府舞鶴市上安久）
丹後国加佐郡上安久村安久家文書目録 第五集（現京都府舞鶴市上安久）
愛媛県宇和島市三浦公民館文書目録 第1集（大内自治会文書・西三浦公民館文
書）
愛媛県宇和島市三浦公民館文書目録 第2集（西三浦公民館文書・三浦公民館西
分館文書）（川井又一郎氏収集文書）（三浦田中家文書補遺）
人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 第240集 記録史料に関する総合
的研究Ⅶ 記録史料と日本近世社会Ⅵ
中央大学史紀要 第17号
中央大学資料集 第24集
中央史学 第35号
東京大学史料編纂所報 （2010年度）/第46号、（2011年度）/第47号
東京大学史料編纂所研究紀要 第21号、第22号
東北学院大学東北文化研究所要覧 2010
東北学院大学東北文化研究所紀要 第43号
平成23年度文部科学省オープン・リサーチ・センター整備事業「東北地方におけ
る環境・生業・技術に関する歴史動態的総合研究」「弘前藩庁御国日記」狩猟関
係史料集 第三巻/平成24年3月
東北大学史料館紀要 第7号
国史談話会雑誌 第52号
東北文化研究室紀要 2011年度/通巻第53集
東北文化資料叢書 第六集 史学史・民俗学史資料 東北中世史の開拓者 大島
正隆資料集

東北アジア研究センター報告 第3号 歴史遺産を未来へ

南山学園史料集 7 イルサ・フォン ライスナー作品集
アルケイア －記録・情報・歴史－ 第6号
近代史料研究 2011/第11号
史叢 第81号、第86号
寧楽史苑 井上裕正教授退職記念号 第57号
日本史の方法 第9号
福島第1原発事故誤報報道資料集 「戦後日本における原子力開発の歴史に関す
る政治史的研究」研究成果報告書
鳴門史学 第25集
経済論集 第10号

教養・文化論集 第7巻第1号（通巻第12号）

書物・出版と社会変容 第11号/2011年、第12号/2012年
国史研究 第132号、第133号
地域社会研究 第5号
史学研究 第274号、第276号、第277号
広島大学文書館紀要 第14号
平成23年度 中国・四国地区国立大学法人等公文書管理研修報告書
鷹陵史学 第38号
京都本能寺町 前川五郎左衛門家文書目録 第4巻
開学百周年記念 佛教大学附属図書館所蔵 貴重古典籍目録
法政史学 第77号、第78号
聖園学園短期大学研究紀要 第42号
史学 第80巻第4号、第81巻第1･2号、第81巻第3号
武蔵大学人文学会雑誌 第43巻第2号、第43巻第3・4号
武蔵野美術大学年報 2008－2010
大学史紀要 第16号 木村礎研究Ⅰ
大学史資料センター報告 第34集 大学史活動

山形大学歴史・地理・人類学論集 第13号
米沢史学 第28号
立正史学 第110号、第111号 窪添慶文教授退職記念号
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〈 関 係 機 関 か ら の 受 贈 刊 行 物 〉
発 行 機 関

総務部
企画振興部

健康福祉部

生活環境部

農林水産部

産業労働部
地域振興局

図書館
近代美術館
博物館
埋蔵文化財センター

その他

議会事務局

秋田県税務統計書 平成22年度/№59
毎月勤労統計調査地方調査報告 平成22年/－賃金・労働時間・雇用の動き－
秋田県勢要覧 平成24年版/Ⅰ県勢編、Ⅱ市町村勢編、Ⅲ都道府県勢編
秋田県の工業 －平成22年工業統計調査結果－
国民健康保険事業状況 平成22年度
秋田県健康福祉部医務薬事課業務概要 平成24年度
秋田県立医療療育センター業務概要 平成23年度
国民健康保険疾病統計 平成23年5月診療分
健康づくりに関する調査報告書
平成23年度年次報告 あきたの男女共同参画
環境白書 平成23年版/（本編）、（資料編）、概要版
稲作指導指針 平成24年3月
大豆指導指針 平成24年3月
農林水産業及び農山漁村に関する年次報告 平成23年度
秋田県農林水産業関係施策の概要 平成24年度
秋田県農林水産技術センター畜産試験場研究報告 第25号/平成23年3月、第26号/
平成24年3月
秋田県産業技術センター業務年報 2011
秋田地域振興局 キラメキ！あきた美人 「秋田県中央地域」動画集〔ＤＶＤ〕
日本語版、英語版
仙北地域振興局普及年報 平成23年度
鹿角地域振興局普及年報 平成23年度
秋田県立図書館要覧 平成24年度
秋田美術 第48号
秋田県立博物館年報 平成24年
秋田県文化財調査報告書 第473集 家ノ裏遺跡－一般国道7号仁賀保本荘道路建
設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ－
秋田県文化財調査報告書 第474集 臼館跡－一般国道13号院内道路建設事業に
係る埋蔵文化財発掘調査報告書－
秋田県文化財調査報告書 第475集 遺跡詳細分布調査報告書
秋田県文化財調査報告書 第476集 払田柵跡調査事務所年報2011 払田柵跡－
第142次・第143次調査 関連遺跡の調査概要－
秋田県文化財調査報告書 第477集 秋田県重要遺跡調査報告書Ⅲ－高野遺跡－
秋田県文化財調査報告書 第479集 六日市遺跡－一般国道7号象潟仁賀保道路建
設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ－
秋田県文化財調査報告書 第480集 横枕遺跡－一般国道7号象潟仁賀保道路建設
事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－
秋田県文化財調査報告書 第481集 阿部舘遺跡－一般国道7号仁賀保本荘道路建
設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ－
秋田県文化財調査報告書 第482集 北楢岡中野遺跡－一般国道13号神宮寺バイ
パス建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ－
秋田県文化財調査報告書 第483集 ハケノ下遺跡－一般国道7号鷹巣大館道路建
設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ－
秋田県埋蔵文化財センター三十年小史 平成24年（2012）3月
秋田県埋蔵文化財センター研究紀要 第26号
秋田県埋蔵文化財センター年報 平成23年度/30
秋田県立増田高等学校研究紀要 平成23年度
秋田県立大館高等学校研修集録 平成23年度/第18号
秋田県立花輪高等学校研究紀要 平成23年度/第17号
秋田県議会史 第六巻
秋田県議会九月定例会会議録（写） 平成23年
平成二十四年秋田県議会第一回定例会 会議録（写）

資     料     名

発 行 機 関
歴史人類学会
和歌山大学紀州経済史文化史研
究所
早稲田大学史学会
全国大学史資料協議会

史境 第62～64号 
和歌山大学紀州経済史文化史研究所紀要 第32号
みる・きく・たのしむ和歌祭
史観 第167冊
研究叢書 第13号 災害とアーカイブズ －2011年度全国研究会の記録・於皇學
館大学－
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ホームページ http://www.pref.akita.lg.jp/kobunsyo/
Ｅメール koubun@apl.pref.akita.jp

●平日(４月～１０月) ････午前１０時～午後６時(暫定)
　　　(１１月～３月) ････午前１０時～午後６時(　〃　)
●土曜・日曜日・祝日････午前１０時～午後６時

●毎月１回（平日の初日〈12月、１月を除く〉）
●年末年始（12月28日～１月３日）
●特別整理期間（毎年12月上旬）※Ｈ24は10月上旬




