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は
じ
め
に

　

二
〇
一
八
年
度
、
当
館
で
は
個
人
所
蔵
の
ふ
す
ま
の
寄
託
を
受
け
た
。
こ
の
ふ
す
ま
の

下
張
り
に
は
、
主
に
近
世
中
後
期
以
降
の
古
文
書
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
主

に
播
磨
国
福
本
藩
領
、
お
よ
そ
現
在
の
神
河
町
域
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
資
料
の
来
歴
と
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
、
い
く
つ
か
の
内
容
を
紹
介

す
る

（
註
１
）。

　
　

一　

資
料
の
来
歴
と
寄
託
の
経
緯

　

二
〇
一
八
年
十
二
月
、
ふ
す
ま
の
下
張
り
に
古
文
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
相
談

が
当
館
へ
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
相
談
は
、
ふ
す
ま
の
製
作
業
者
か
ら
の
も
の
で
、
仕
立
て

直
し
を
依
頼
さ
れ
た
ふ
す
ま
に
下
張
り
文
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
館
へ
相
談
さ
れ
た
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ふ
す
ま
の
現
状
を
確
認
す
る
た
め
、
相
談
元
の
製
作
所
に
お
い
て
最
初
の
調
査
を
行
っ

た
。
近
世
の
古
文
書
が
下
張
り
に
使
わ
れ
て
お
り
、
現
在
の
神
河
町
域
の
地
名
が
い
く
つ

　

播
磨
国
福
本
藩
関
係
ふ
す
ま
下
張
り
文
書
に
つ
い
て

 

濵　

室　

か
の
子

 

吉　

原　

大　

志

か
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
製
作
業
者
を
通
じ
て
、
も
と
の
所
蔵
者
へ
連
絡
し
、
資
料
の
来

歴
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
受
け
、
解
体
調
査
を
行
う
こ
と
を
前
提
に
、
寄
託
し
て
い
た

だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

当
館
へ
寄
託
さ
れ
た
ふ
す
ま
は
、
も
と
も
と
所
蔵
者
の
自
宅
に
あ
っ
た
も
の
で
、
建
物

を
改
修
す
る
の
に
あ
わ
せ
、ふ
す
ま
を
仕
立
て
直
そ
う
と
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

所
蔵
者
の
家
系
は
福
本
藩
の
家
臣
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
後
に
見
る
よ
う

に
、
下
張
り
文
書
の
内
容
は
主
に
福
本
藩
領
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ふ

す
ま
は
、
も
と
も
と
福
本
藩
領
で
作
成
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

二　

資
料
の
形
状
と
解
体
調
査

　

今
回
寄
託
を
受
け
た
資
料
は
、
ふ
す
ま
の
形
状
の
ま
ま
寄
託
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
ま

ま
で
は
展
示
や
調
査
研
究
へ
の
活
用
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
ふ
す
ま
の
下
張
り
文
書
を

一
枚
ず
つ
は
が
し
て
い
く
解
体
調
査
が
必
要
と
な
る
。
以
下
で
は
、
資
料
の
形
状
と
数
量

に
つ
い
て
記
し
た
う
え
で
、
解
体
調
査
を
ど
の
よ
う
に
進
め
た
か
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ

と
と
す
る
。
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（
一
）
資
料
の
形
状
と
作
業
の
目
的

　

ふ
す
ま
の
も
と
の
形
状
は
、
上
下
に
ふ
す
ま
を
張
り
、
そ
の
間
を
障
子
と
す
る
も
の
で
、

ふ
す
ま
部
分
の
一
点
は
縦
五
〇
・
五
セ
ン
チ
×
横
六
五
・
五
セ
ン
チ
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
【
図

１
】。
こ
れ
が
十
二
点
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
の
ふ
す
ま
は
六
枚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ふ
す
ま
の
表
紙
は
無
地
の
も
の
で
、
特
に
書
画
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
破

れ
が
大
き
く
、
下
張
り
が
露
出
し
て
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
す
で
に
表
紙
が
な
い
も
の

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
ふ
す
ま
の
框

か
ま
ち

（
外
枠
）
は
す
で
に
外
さ
れ
て
お
り
、
下
地
骨
と
数
層

の
下
張
り
文
書
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た【
図
２
】。
全
体
と
し
て
劣
化
・

損
傷
が
著
し
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
下
張
り
文
書
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
言
え
よ
う
。

　

一
般
的
に
ふ
す
ま
の
下
張
り
の
基
本
構
造
は
【
図
３
】
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
今

回
寄
託
を
受
け
た
ふ
す
ま
は
、最
初
の
調
査
時
点
で
骨
か
ら
は
が
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、

下
張
り
の
層
数
も
資
料
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
り
、
必
ず
し
も
基
本
構
造
ど
お
り
に
張
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
下
地
骨
に
つ
い
て
も
、
框
や
引ひ

き

手て

（
ふ
す
ま
を
開
閉
す

る
際
に
手
を
掛
け
る
部
分
）
が
残
っ
て
い
る
ふ
す
ま
は
な
か
っ
た
。

　

ふ
す
ま
の
解
体
調
査
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
た
ち
は
作
業
の
考
え
方
を
確
認
し
た
。
ふ
す

ま
の
解
体
を
行
う
場
合
、
最
終
的
な
仕
立
て
直
し
や
表
装
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
今
回
の
ふ
す
ま
は
、
表
紙
に
書
画
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
将
来
的
な
表

装
の
予
定
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
下
張
り
に
使
わ
れ
た
文
書
の
内
容
を
読
み
取
り
、
資

料
と
し
て
保
存
、
活
用
す
る
た
め
目
録
を
作
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
、
内
容
を
読

み
取
れ
る
よ
う
、
文
字
の
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
き
れ
い
に
は
が
す
こ
と
を
最
優
先
課
題

【図１】ふすまの原形

　 （模式図）

【図２】調査時点でのふすまの現状

【図３】下張りの基本構造

（松下正和「襖下張り文書の保全と活用」『地域史

研究』 114号、2014年を参考に作成した）
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と
し
て
設
定
し
た
。

　

は
が
し
作
業
は
、
二
〇
一
九
年
か
ら
少
し
ず
つ
進
め
、
同
年
に
は
、
当
館
の
無
料
展
示

ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
歴
史
工
房
に
お
い
て
、
作
業
の
中
間
報
告
の
一
環
と
し
て
「
下
張
り
文

書
の
世
界
」
と
題
す
る
展
示
を
行
っ
た
【
図
４
】。
こ
こ
で
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
他
の

ふ
す
ま
や
屏
風
も
あ
わ
せ
て
展
示
し
、
下
張
り
文
書
の
基
本
的
な
仕
組
み
や
調
査
方
法
を

紹
介
す
る
内
容
と
し
た
。
ま
た
、
は
が
し
作
業
の
結
果
、
明
ら
か
と
な
っ
た
福
本
藩
領
の

村
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
古
文
書
を
数
点
展
示
し
た
。

　

こ
の
展
示
の
後
、
断
続
的
に
作
業
を
進
め
て
い
た
が
、
二
〇
二
一
年
五
月
末
か
ら
は
、

約
二
ヵ
月
半
の
あ
い
だ
集
中
的
に
は
が
し
作
業
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
際
、
当
館
に
お
け

る
作
業
環
境
（
作
業
場
所
、保
管
場
所
、作
業
に
使
用
す
る
資
材
な
ど
）
を
勘
案
し
な
が
ら
、

他
の
下
張
り
は
が
し
の
先
行
事
例
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
兵
庫
県
内
で
は
、
い
く

つ
か
の
地
域
で
同
様
の
作
業
が
積
極
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
業

に
多
く
関
わ
っ
て
い
る
松
下
正
和
氏
（
神
戸
大
学
地
域
連
携
推
進
室
特
命
准
教
授
）
か
ら

六
月
十
五
日
に
直
接
指
導
し
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
は
、
は
が
し
作
業
の
基

本
で
あ
る
道
具
の
準
備
か
ら
記
録
の
取
り
方
、
解
体
方
法
、
水
の
濡
ら
し
方
、
は
が
し
作

業
に
お
い
て
優
先
す
る
こ
と
な
ど
、
細
か
く
丁
寧
に
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
当
館
の
作
業
環
境
に
あ
わ
せ
て
作
業
を
進
め
た
が
、
以
下
で
は
、

そ
の
作
業
の
内
容
に
つ
い
て
、
工
程
ご
と
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

 

（
二
）
作
業
の
内
容

①
現
状
記
録

　

ふ
す
ま
の
解
体
調
査
に
お
い
て
は
、
下
張
り
文
書
を
は
が
す
作
業
に
よ
っ
て
、
も
と
の

形
状
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
下
張
り
文
書
の
貼
ら
れ
た
階
層
や
位
置
そ
れ
じ

た
い
が
、
資
料
群
の
全
体
理
解
に
つ
な
が
る
役
割
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
解
体

調
査
に
お
い
て
は
、
文
書
が
ど
の
位
置
に
、
ど
の
よ
う
に
貼
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

カ
メ
ラ
撮
影
や
ス
ケ
ッ
チ
で
現
状
を
記
録
す
る
【
図
５
】。
現
状
を
記
録
す
る
こ
と
で
、

異
な
る
文
書
ご
と
の
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
大
切
な
作
業
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　

今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
、
大
ま
か
に
三
段
階
に
分
け
て
現
状
記
録
を
行
っ
た
。
ま
ず

は
、
ふ
す
ま
の
表
／
裏
を
任
意
で
決
め
、
次
に
下
張
り
の
階
層
ご
と
、
最
後
に
は
が
し
た

文
書
一
点
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご
と
に
、
番
号
を
書
い
た
付
箋
と
共
に
デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
で
写
真
撮
影
し
、現
状
記
録
カ
ー
ド
に
ス
ケ
ッ
チ
を
取
る
と
い
う
方
法
を
用
い
た【
図

６
】。

　

現
状
記
録
カ
ー
ド
に
は
、
文
書
の
名
前
、
ふ
す
ま
の
番
号
、
ふ
す
ま
の
表
／
裏
、
ふ
す

ま
の
縦
と
横
の
長
さ
、
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
を
記
入
し
た
。
ス
ケ
ッ
チ
に
あ
た
っ
て
は
、
紙

の
張
り
継
ぎ
の
順
序
が
分
か
る
よ
う
に
、
紙
ど
う
し
が
重
な
っ
て
い
る
状
態
を
実
線
と
破

線
を
用
い
て
記
録
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
破
れ
箇
所
や
形
状
、
元
号
や
日
付
、
一
見
し
て
目

【図４】「下張り文書の世界」の展示
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立
つ
文
字
の
記
載
な
ど
、
ど
こ
に
何
が
張
ら
れ
て
い
た
か
が
、
後
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
、

で
き
る
だ
け
細
か
く
メ
モ
を
取
っ
た
。

　

ま
た
、
文
書
番
号
は
基
本
的
に
は
重
な
り
の
上
に
あ
る
方
の
文
書
か
ら
、
で
き
る
限
り

右
上
か
ら
振
っ
て
い
く
こ
と
と
し
、
番
号
付
け
の
規
則
性
を
維
持
で
き
る
よ
う
努
め
た
。

下
張
り
文
書
は
、
帳
面
な
ど
の
冊
子
体
の
も
の
を
解
体
、
切
り
貼
り
し
た
も
の
や
、
紙
じ

た
い
に
破
れ
の
多
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
番
号
や
張
り
継
ぎ
順
序
な
ど

を
細
か
く
記
録
す
る
こ
と
で
、
離
れ
た
位
置
に
張
っ
て
い
る
が
内
容
に
つ
な
が
り
の
あ
る

も
の
や
、
も
と
も
と
綴
じ
て
あ
っ
た
関
係
文
書
な
ど
も
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

は
が
し
作
業
の
後
に
は
、
目
録
作
成
な
ど
内
容
の
整
理
に
関
わ
る
作
業
が
控
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
に
役
立
つ
よ
う
、
注
意
し
て
記
録
を
取
っ
て
い
っ
た
。

　

付
箋
に
記
入
す
る
番
号
は
、ふ
す
ま
番
号
―
表
／
裏
（
片
面
し
か
な
い
場
合
は
無
記
入
）

―
文
書
番
号
の
順
に
な
っ
て
お
り
、例
え
ば
ふ
す
ま
⑩
の
表
面
の
文
書
番
号
２
で
あ
れ
ば
、

「
⑩
表
２
」
と
表
記
し
た
。

　

な
お
、以
上
の
よ
う
な
現
状
記
録
の
方
法
に
つ
い
て
は
、作
業
現
場
ご
と
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
作
業
に
お
い
て
は
、
当
館
の
作
業
条
件
に
即

し
て
、
必
要
最
小
限
の
項
目
で
記
録
し
た
。
現
状
記
録
カ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
下
張
り
文

書
の
解
体
調
査
用
の
も
の
で
は
な
く
、
古
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
蔵
や
箱
な
ど
の
現
状

を
記
録
す
る
た
め
に
、
筆
者
た
ち
が
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
転
用
し

て
い
る
。

　

他
の
作
業
現
場
に
お
い
て
は
、
下
張
り
文
書
の
解
体
調
査
の
た
め
に
、
ふ
す
ま
の
形
状

や
部
位
に
関
す
る
情
報
、
番
号
の
規
則
性
の
明
示
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
を
付
け
加
え

た
記
録
カ
ー
ド
の
様
式
を
備
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
う
。
上
述
し
た
の
は
、
現

段
階
で
の
当
館
で
の
方
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
効
果
的
な
記
録
方
法
に
つ
い
て
、
情
報
を

寄
せ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

【図５】現状記録スケッチ
【図６】階層ごとの現状記録撮影
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②
は
が
し
作
業

　

撮
影
や
ス
ケ
ッ
チ
で
現
状
記
録
を
取
っ
た
後
、
文
書
一
枚
ご
と
に
は
が
し
作
業
を
行
っ

た
。
以
下
で
は
、使
用
し
た
道
具
類
も
含
め
て
、こ
の
作
業
に
つ
い
て
記
録
し
て
お
き
た
い
。

　

今
回
の
下
張
り
文
書
は
、
す
で
に
糊
の
粘
着
が
弱
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
た

め
、
ま
ず
は
乾
燥
し
た
状
態
で
は
が
し
始
め
た
。
階
層
に
よ
っ
て
は
全
体
に
強
く
糊
付
け

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
ふ
す
ま
全
体
を
ム
ラ
の
な
い
よ
う
に
刷
毛

を
用
い
て
水
で
濡
ら
し
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
や
素
手
で
丁
寧
に
は
が
し
て
い
っ
た
【
図
７
】。

文
書
全
体
に
糊
が
強
く
残
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
ス
チ
ー
ム
ア
イ
ロ
ン
を
用
い
て
糊
を
溶

か
し
な
が
ら
、
は
が
し
を
進
め
た
。
こ
の
と
き
に
使
用
し
た
刷
毛
は
、
一
般
に
市
販
さ
れ

て
い
る
ペ
ン
キ
な
ど
を
塗
る
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
な
る
べ
く
毛
が
柔
ら
か
い

も
の
を
使
用
し
た
。
ピ
ン
セ
ッ
ト
も
量
販
店
で
販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
が
、

先
端
が
細
い
も
の
の
方
が
使
い
や
す
い
。
ス
チ
ー
ム
ア
イ
ロ
ン
は
衣
類
用
と
し
て
家
庭
で

使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
下
張
り
文
書
に
は
白
紙
や
断
簡
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
紙
じ
た
い
が
経
年

に
よ
っ
て
劣
化
し
破
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
糊
が
強
い
た
め
に
、
き
れ
い
に
は

が
す
こ
と
が
難
し
い
状
態
の
階
層
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
書
か
れ
た
内
容
を
し
っ
か
り

と
読
み
取
れ
る
文
書
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
と
お
り
、
今
回
の
作
業
の
目
的

は
、
文
書
に
書
か
れ
た
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
は
が
す
際
に
ど
う
し
て

も
破
れ
が
生
じ
て
し
ま
う
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
も
と
の
文
字
情
報
を
残
す
た
め
、
は

が
す
前
に
該
当
箇
所
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
文
字
の
読
み
取
り
に
支
障
が
な
い

よ
う
注
意
し
た
。

　

は
が
し
た
後
に
は
、
そ
の
ま
ま
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
。
こ
れ
は
、
本
格
的
な

資
料
撮
影
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
文
書
一
点
ず
つ
の
現
状
記
録
と
い
う
意
味
で
撮
影
す

る
も
の
で
、
三
脚
の
下
に
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
構
え
、
文
書
の
全
体
と
文
字
情
報
を
簡
易

に
記
録
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

　

記
録
を
取
っ
た
文
書
は
新
聞
紙
の
上
で
乾
燥
す
る
ま
で
待
ち
、
文
書
番
号
を
記
し
た
中

性
紙
封
筒
へ
、
付
箋
と
と
も
に
封
入
し
て
一
点
ず
つ
中
性
紙
箱
に
保
存
し
た
。

　

な
お
、
は
が
す
作
業
に
と
も
な
っ
て
、
文
書
の
断
片
が
大
量
に
発
生
す
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
番
号
は
振
ら
ず
に
中
性
紙
封
筒
や
チ
ャ
ッ
ク
付
き
ポ
リ
袋
等
に
ふ
す
ま
番
号

ご
と
に
分
け
、
ま
と
め
て
保
存
し
た
。

　
　

三　

福
本
藩
の
下
張
り
文
書

 

（
一
）
資
料
の
分
量

　

は
が
し
作
業
の
結
果
、
今
回
対
象
と
し
た
下
張
り
文
書
の
分
量
は
、
以
下
の
と
お
り
で

【図７】ピンセットではがす作業
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あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
ず
、
ふ
す
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
つ
い
て
は
、
寄
託
時
点
で

す
で
に
下
地
骨
か
ら
は
が
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
正
確
で
は
な
い
が
、
少
な
い
も
の
で

二
層
、
多
い
も
の
で
七
層
と
、
ふ
す
ま
や
表
裏
に
よ
っ
て
幅
が
あ
っ
た
。
さ
き
に
述
べ
た

よ
う
な
下
張
り
の
基
本
構
造
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
ふ
す
ま
に
よ
っ
て
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
文
書
が
多
く
張
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
大

き
な
サ
イ
ズ
の
文
書
が
張
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
下
張
り
さ
れ
て
い
る
文
書
の
数
に

も
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
。
文
書
番
号
で
見
る
と
、
一
か
ら
八
ま
で
番
号
を
付
け
る
こ
と
の

で
き
る
ふ
す
ま
が
あ
れ
ば
、五
二
ま
で
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
。

　

紙
幅
の
関
係
か
ら
、
目
録
の
全
体
を
本
稿
に
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
全
体
の

分
量
で
見
る
と
、
ふ
す
ま
番
号
①
か
ら
⑫
ま
で
あ
わ
せ
て
、
は
が
し
た
文
書
数
は
六
二
二

点
に
上
っ
た
。
下
張
り
に
用
い
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
一
紙
単
位
の

文
書
で
あ
る
が
、
人
別
帳
や
勘
定
帳
な
ど
冊
子
体
の
も
の
を
解
体
し
て
使
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

全
体
と
し
て
断
片
的
な
文
書
が
多
く
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
に
資
料
群
の
全
体

像
を
再
構
成
す
る
の
は
、
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
が
し
た
下
張
り
文
書

の
な
か
に
は
、
文
書
の
作
成
や
収
受
・
蓄
積
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
い
く
つ

か
の
手
が
か
り
が
含
ま
れ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
下
張
り
文
書
の
解
体
調
査
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
、
本
資
料
群
の
大

ま
か
な
概
要
を
、
い
く
つ
か
の
例
を
も
っ
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

 

（
二
）
文
書
の
作
成
時
期
と
地
域

　

ま
ず
本
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
近
世

文
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
年
代
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
見
る

と
、
最
も
古
い
文
書
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
二
月
の
も
の
で
、
最
も
新
し
い
も
の
は

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
正
月
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
文
書
の
作
成
や
収
受
に
関
わ
る
点
を
見
て
み
た
い
。
ふ
す
ま
①
・
②
・
⑪
な
ど

に
は
、
宗
門
人
別
改
帳
や
、
人
数
増
減
帳
、
寺
請
証
文
な
ど
、
村
の
人
口
に
関
わ
る
文
書

が
複
数
張
ら
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
冊
子
体
の
文
書
を
解
体
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
の
な
か
に
含
ま
れ
る
地
名
を
見
る
と
、
宮
野
村
、
比
延
村
、
下
沢
村
、
上

吉
富
村
な
ど
、
い
ず
れ
も
神
西
郡
や
神
東
郡
域
の
村
の
名
前
が
確
認
で
き
た
。

　

ま
た
、
ふ
す
ま
③
以
降
に
つ
い
て
は
、
書
状
や
勘
定
帳
面
な
ど
が
多
く
張
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
文
書
の
宛
所
に
は
、「
粟
賀
町
村
」
の
記
載
が
き
わ
め
て
多
い
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
考
え
る
と
、
本
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
播
磨
国
神
東
・
神
西
両
郡
、
つ
ま
り
福
本

藩
領
に
お
い
て
作
成
・
収
受
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
こ
で
、
福
本
藩
の
概
要
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
福
本
藩
は
、
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
に
池
田
政
直
が
播
磨
国
福
本
村
に
陣
屋
を
置
い
て
立
藩
し
た
も
の
で
、
神

東
・
神
西
両
郡
の
三
五
ヶ
村
と
印
南
郡
の
一
ヶ
村
の
あ
わ
せ
て
一
万
石
で
成
り
立
っ
て
い

た
。
そ
の
後
、所
領
が
分
割
さ
れ
、福
本
陣
屋
を
拠
点
と
す
る
七
千
石
の
福
本
池
田
家
領
と
、

屋
形
村
を
拠
点
と
す
る
三
千
石
の
屋
形
池
田
家
領
と
な
っ
た
。
福
本
池
田
家
領
は
一
万
石

に
は
満
た
な
い
も
の
の
、
参
勤
交
代
を
行
う
「
交
代
寄
合
」
の
旗
本
で
あ
っ
た

（
註
２
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
今
回
対
象
と
し
た
ふ
す
ま
は
、
い
ず
れ
も
福
本
藩
領
の
文
書
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
資
料
群
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
以

下
で
は
、
こ
の
資
料
群
か
ら
読
み
取
れ
る
い
く
つ
か
の
こ
と
を
整
理
し
て
み
た
い
。

　

ま
た
、
近
年
は
福
本
藩
に
つ
い
て
新
し
い
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う

し
た
成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る

（
註
３
）。
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（
三
）
文
書
の
作
成
と
収
受
・
蓄
積

　

こ
こ
で
は
、本
資
料
群
に
つ
い
て
、文
書
の
作
成
と
収
受
・
蓄
積
の
関
わ
り
か
ら
考
え
る
。

　

ま
ず
は
、
さ
き
に
言
及
し
た
人
別
関
係
の
文
書
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介

し
た
い
。
た
と
え
ば
、
ふ
す
ま
①
表
19
は
、
破
れ
が
大
き
い
が
、
寺
請
証
文
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
【
図
８
】。
文
書
の
作
成
主
体
は
「
満
願
寺
」
と
あ
り
、「
宗
門
御
奉
行　

中
川

文
太
夫
殿
」
宛
て
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ふ
す
ま
⑪
表
８
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
作
成
さ
れ
た
宗
門
人
別
改
帳

の
部
分
で
、
村
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
庄
屋
・
年
寄
か
ら
「
宗
旨
御
奉
行　

中
川
文
太
夫

様
」
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
神
西
郡
小
田
原
村
の
寺
院
か

ら
中
川
文
太
夫
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
作
成
の
寺
請
証
文
（
ふ
す

ま
⑪
裏
１
）
な
ど
が
あ
り
、
人
別
関
係
の
文
書
の
な
か
に
は
、
同
人
宛
て
の
文
書
を
い
く

つ
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
中
川
文
太
夫
と
は
、
福
本
藩
の
家
臣
で
あ
っ
た
人
物
で
、
福
本
池
田

家
三
代
目
当
主
の
政
森
の
時
期
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
は
二
十
三
俵
三
人
扶
持
の

禄
高
を
有
し
て
い
た

（
註
４
）。

　

同
じ
く
人
別
関
係
の
文
書
を
見
て
み
る
と
、延
享
五
年（
一
七
四
九
）の
寺
請
証
文
で「
宗

門
御
奉
行　

国
富
忠
四
郎
殿
」
宛
て
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
（
ふ
す
ま
⑪
裏
８
・
11
・

12
・
17
）。

　

国
富
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
資
料
群

を
構
成
す
る
下
張
り
文
書
の
な
か
に
は
、
福
本
藩
領
の
村
々
や
寺
院
な
ど
か
ら
、
領
主
に

宛
て
て
提
出
さ
れ
た
文
書
、
な
い
し
は
、
そ
の
控
え
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、

国
富
、
中
川
と
も
同
時
期
の
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
本
池
田
家
三
代
目
の
時
期
に
蓄

積
さ
れ
た
文
書
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
見
る
の
は
、
本
資
料
群
の
な
か
に
多
く
あ
る
「
粟
賀
町
村
」
の
地
名
を
含
む
文
書

の
例
で
あ
る
。
粟
賀
村
は
、
市
川
の
支
流
の
越
知
川
沿
い
に
あ
り
、
市
川
の
通
船
や
生
野

街
道
な
ど
、
播
磨
と
但
馬
と
を
結
ぶ
地
域
と
し
て
町
場
化
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
本

資
料
群
の
な
か
で
は
「
粟
賀
町
村
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
以
下
で
は
、
そ

の
い
く
つ
か
を
見
て
み
た
い
。

　

ふ
す
ま
⑥
裏
14
【
図
９
】
は
、
屋
形
村
か
ら
粟
賀
村
の
役
人
へ
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、

先
触
の
受
け
取
り
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
先
触
は
、
役
人
が
通
過
す
る
宿
駅
な
ど
に
対

し
て
、
前
も
っ
て
人
馬
の
継
ぎ
立
て
な
ど
を
命
じ
る
通
知
文
書
の
こ
と
で
、
こ
の
文
書
で

は
、
生
野
銀
山
か
ら
発
出
さ
れ
た
文
書
の
受
け
取
り
を
記
し
て
い
る
。
同
様
の
文
書
は
他

に
も
見
ら
れ
、
生
野
街
道
沿
い
の
粟
賀
の
地
域
性
を
物
語
る
と
と
も
に
、
周
辺
地
域
と
の

関
係
性
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
こ
の
文
書
で
は
、
宛
所
が
「
粟
賀
宿
御
役
人
中
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
具
体
的

に
は
粟
賀
村
の
庄
屋
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
文
書
の
な
か
に
は
、
粟
賀
村
の

庄
屋
宛
て
に
作
成
さ
れ
た
文
書
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

特
に
多
い
の
が
、
領
主
か
ら
村
民
へ
の
通
達
に
関
す
る
文
書
に
は
、
庄
屋
宛
て
の
も
の

【図８】福本藩下張り文書

  　ふすま①表 19
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が
よ
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
取
り
調
べ
の
た
め
に
村
民
を
出
頭
さ
せ
る
よ
う
命
じ
る

文
書
は
、「
大
庄
屋
所
」
か
ら
「
粟
賀
町
村
庄
屋
年
寄
中
」
に
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
た
（
ふ

す
ま
⑥
裏
17
）。

　

こ
の
文
書
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
粟
賀
村
の
庄
屋
に
宛
て
た
文
書
は
、
村
の
公
的
な
役

割
に
関
わ
る
内
容
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
資
材
や
労
働
力
の
提
供
に
関

す
る
領
主
か
ら
の
通
知
文
書
が
確
認
で
き
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、「
触
次
所
」

が
「
粟
賀
町
村
庄
屋
年
寄
中
」
に
む
け
て
作
成
し
た
文
書
で
は
、
幕
末
に
福
本
藩
の
家
臣

で
あ
っ
た
不
死
原
源
太

（
註
５
）の

求
め
に
応
じ
て
人
足
や
竹
材
の
提
供
を
命
じ
る
内
容
で
あ
っ
た

（
⑥
裏
13
・
⑧
裏
15
・
⑩
裏
18
）【
図
10
】。

　

こ
の
よ
う
な
村
の
役
割
と
の
関
係
で
は
、
領
主
か
ら
課
さ
れ
る
公
的
負
担
に
つ
い
て
、

村
側
が
作
成
し
た
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
粟
賀
村
に
お
い
て
は
特
に
、
竹
や
茅
な

ど
の
林
産
物
の
納
入
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
村
内
で
の
割
付
に
関
す
る
文
書
が
き
わ

め
て
多
い
。
お
そ
ら
く
は
同
一
の
帳
簿
を
解
体
し
て
下
張
り
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
は
断
片
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
①
福
本
藩
領
の
村
々
や
寺
院
か
ら
領
主
に
対
し
て

提
出
さ
れ
た
文
書
と
、②
領
主
か
ら
村
々
へ
課
さ
れ
る
公
的
負
担
に
関
す
る
文
書
と
い
う
、

二
つ
の
系
統
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
福
本
藩
領
の
村
々
の
住
民
構
成

や
、
林
産
物
を
中
心
と
し
た
公
的
負
担
の
あ
り
方
、
街
道
沿
い
の
地
域
と
し
て
の
役
割
な

ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
②
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
こ
れ
ら
庄
屋
宛
て
の
文
書
が
、
基
本
的
に
は
「
触

次
所
」
や
「
大
庄
屋
所
」
と
い
っ
た
中
間
支
配
機
構
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
文
書

の
経
由
の
あ
り
方
を
通
じ
て
、
福
本
藩
の
支
配
の
あ
り
方
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

【図９】福本藩下張り文書

　  ふすま⑥裏 14

【図 10】福本藩下張り文書

　　ふすま⑥裏 13
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こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
断
片
的
な
文
書
群
に
よ
る
構
成
で
は
あ
り
な
が
ら
、

福
本
藩
領
の
地
域
社
会
の
一
端
を
知
る
た
め
の
文
書
を
含
む
資
料
群
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
本
稿
で
は
、
当
館
が
寄
託
を
受
け
た
福
本
藩
に
関
わ
る
ふ
す
ま
の
下
張
り
文

書
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
や
、
資
料
の
概
要
を
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
そ
の
内
容
を
整
理

し
な
が
ら
、
ふ
す
ま
の
下
張
り
文
書
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
今
後
の
展
望
を
ま
と

め
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、
本
資
料
群
の
寄
託
に
至
る
経
緯
の
な
か
で
、
ふ
す
ま
の
製
作
業
者
の
方
か
ら

連
絡
が
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
民
間
に
所
在
す
る
歴
史
資
料
の
な
か
で

も
、
特
に
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
内
容
が
読
み
取
れ
ず
、
そ
の
資
料

価
値
が
す
ぐ
に
は
判
明
し
な
い
た
め
、
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら

に
、
ふ
す
ま
や
屏
風
の
な
か
に
、
下
張
り
と
い
う
か
た
ち
で
古
文
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
の
な
か
で
、
ふ
す
ま
の
仕
立
て
直
し
の
過
程
で
、
製
作
業
者
の
方
か
ら
当
館
へ
情
報

が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
下
張
り
文
書
の
存
在
を
、
幅
広
く
呼
び
掛
け
て
い

く
こ
と
も
課
題
の
ひ
と
つ
と
考
え
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
本
誌
所
収
の
別
稿
で
は
、
同
じ
く
下
張
り
文
書
の
活
用
の
実
践
と
し

て
、
姫
路
市
網
干
区
・
不
徹
寺
で
の
展
示
事
例
を
紹
介
し
た
。
ふ
す
ま
が
も
と
も
と
使
わ

れ
て
い
た
場
所
で
の
展
示
は
、
ど
の
資
料
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
事

例
と
し
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
下
張
り
文
書
の
は
が
し
作
業
の
工
程
に
つ
い
て
も
述
べ
た
。
あ
く

ま
で
も
当
館
の
条
件
下
で
の
作
業
記
録
で
あ
り
、
よ
り
良
い
方
法
が
他
に
も
多
く
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
下
張
り
文
書
の
解
体
調
査
は
、
は
が
し
作
業
だ
け
で
な
く
、
現
状
記
録
も

重
要
と
な
る
な
ど
、
作
業
に
か
か
る
手
間
と
時
間
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
当
館
で
も

二
〇
二
一
年
か
ら
の
集
中
的
な
作
業
ま
で
は
、
な
か
な
か
作
業
が
進
ま
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
保
管
に
あ
た
っ
て
は
、
解
体
前
の
ふ
す
ま
は
ス
ペ
ー
ス
を
取
り
、
解
体
後
は
断
片
的

な
文
書
が
多
く
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
課
題
は
、
同
様
の
作
業
を

行
う
現
場
に
と
っ
て
も
共
通
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
効
率
的
な
作
業
の
進
め
方
や
保
管
を
め

ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
場
ど
う
し
で
情
報
交
換
の
場
づ
く
り
が
こ
れ
か
ら
必
要
に
な
る

と
考
え
る
。

　

次
に
資
料
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
福
本
藩
領
の
文
書
が
、
下
張
り
の
解
体
調
査
を
通
じ

て
六
〇
〇
点
以
上
確
認
で
き
た
こ
と
の
意
味
を
積
極
的
に
捉
え
た
い
。
本
稿
で
述
べ
た
と

お
り
、
そ
の
多
く
は
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
作
業
し
た
う
え
で
の
印
象
で
は
、
竪
帳
や

横
帳
な
ど
冊
子
体
の
資
料
と
し
て
復
元
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
文
書
も
そ
う
多
く
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
と
お
り
、
そ
の
文
書
の
内
容
は
、
村
々
か
ら
領
主
に
宛
て

た
文
書
や
、
逆
に
領
主
か
ら
庄
屋
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
文
書
が
多
か
っ
た
。
一
般
的
に
、

ふ
す
ま
の
下
張
り
文
書
は
、
刊
行
さ
れ
た
板
本
が
多
か
っ
た
り
、
ふ
す
ま
が
使
用
さ
れ
た

の
と
は
異
な
る
地
域
の
文
書
が
下
張
り
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本

資
料
群
は
、
福
本
藩
領
で
作
成
・
収
受
さ
れ
た
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
所
蔵
者
の
家
系
が
福
本
藩
の
家
臣
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
と
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
そ
う
し
た
家
系
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
内
容
も
、
資
料
の
内
容
と
合
致

す
る
。
本
資
料
群
の
み
で
は
、
福
本
藩
の
村
の
具
体
像
を
十
分
に
描
く
こ
と
は
難
し
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
一
端
に
迫
る
た
め
の
手
が
か
り
に
は
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
福
本
藩
と
地
域
社
会
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
引
用
し
た
文
献
を
は
じ
め
、
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こ
れ
か
ら
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
成
果
と

照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
本
資
料
群
の
資
料
価
値
も
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
、
関
連
す
る
資
料
群
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
本
資
料
群
の
活

用
方
法
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　【
註
】

（
１ 

）
後
述
す
る
と
お
り
、
福
本
藩
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
以
降
、
い
く
つ
か
の
旗

本
領
へ
と
分
か
れ
る
が
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
資
料
群
に
は
、
も
と
の
福
本
藩
領
に

関
わ
る
地
域
が
複
数
確
認
さ
れ
る
た
め
、
全
体
と
し
て
「
福
本
藩
」
と
表
記
す
る
こ

と
と
し
た
。

（
２ 

）
今
井
修
平
「
播
州
福
本
藩
領
の
成
立
と
地
域
社
会
」『
神
女
大
史
学
』
二
八
号
、

二
〇
一
一
年
。

（
３  

）『
神
女
大
史
学
』
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
で
は
、《
近
世
播
磨
国
小
藩
・
福
本
池

田
家
領
の
研
究
》
題
す
る
小
特
集
が
組
ま
れ
、
以
下
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
参
照
し
た
。
前
掲
今
井
「
播
州
福
本
藩
領
の
成
立
と
地
域
社
会
」、

郡
山
志
保
「
播
磨
国
福
本
池
田
家
に
お
け
る
家
臣
団
の
変
遷
」、
鎌
谷
か
お
る
「
大
庄

屋
鵜
野
金
兵
衛
家
の
金
融
活
動
と
地
域
社
会
」。

（
４ 

）
前
掲
郡
山
「
播
磨
国
福
本
池
田
家
に
お
け
る
家
臣
団
の
変
遷
」
一
四
二
～
一
四
三
頁
。

（
５ 

）
前
掲
郡
山
「
播
磨
国
福
本
池
田
家
に
お
け
る
家
臣
団
の
変
遷
」
一
四
六
～
一
四
八
頁
。
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執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

　

神　

戸　

佳　

文
（
当
館
学
芸
員
・
社
会
教
育
推
進
専
門
員
）

　

竹　

内　
　
　

信
（
当
館
学
芸
員
）

　

濵　

室　

か
の
子
（
元
当
館
県
政
推
進
員
）

　

吉　

原　

大　

志
（
当
館
学
芸
員
・
主
任
）

　

香　

川　

雅　

信
（
当
館
学
芸
員
・
学
芸
課
長
）

　

山　

田　

加
奈
子
（
当
館
学
芸
員
・
主
査
）

　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要

　
　

 

塵　

界　
　
　

 

第
三
三
号

編
　
集　
　

兵
庫
県
立
歴
史

博
物
館

印
　
刷　
　

合
名
会
社 

柳
生
印
刷
所

発
　
行　
　

令
和
四
年
三
月
二
五
日
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編　

集　

後　

記

　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
『
塵
界
』
三
三
号
を
お

届
け
し
ま
す
。
本
号
は
、
当
館
の
活
動
を
さ
ま
ざ
ま
な

側
面
か
ら
紹
介
で
き
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

冒
頭
の
二
つ
の
論
考
は
、
県
内
の
文
化
財
の
調
査
を

出
発
点
と
し
て
、歴
史
上
の
人
物
や
出
来
事
に
つ
い
て
、

新
た
な
観
点
か
ら
光
を
当
て
て
い
ま
す
。
続
く
下
張
り

文
書
を
め
ぐ
る
二
つ
の
報
告
は
、地
域
の
資
料
を
収
集
・

保
管
、
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
紹
介
す
る
試
み

と
し
て
意
義
深
い
も
の
で
す
。
ま
た
感
染
症
流
行
下
に

開
催
さ
れ
た
二
つ
の
展
覧
会
の
報
告
は
、
未
曾
有
の
天

災
へ
の
当
館
の
対
応
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に

取
り
組
ん
だ
展
示
手
法
や
事
業
と
そ
れ
ら
の
課
題
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
収
蔵
資
料
目
録
は
、
展
覧
会

報
告
で
も
述
べ
ら
れ
る
「
自
館
の
所
蔵
資
料
へ
の
再
評

価
」
に
欠
か
せ
な
い
、
長
年
に
渡
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
整

理
作
業
の
成
果
の
一
端
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

当
館
は
令
和
三
年
九
月
よ
り
大
規
模
改
修
に
伴
う
長

期
休
館
に
入
り
ま
し
た
が
、「 

ひ
ょ
う
ご
五
国 

歴
史

文
化
キ
ャ
ラ
バ
ン
」
を
開
催
し
、
県
内
各
地
を
巡
回
し

ま
す
。
今
後
と
も
、
当
館
の
活
動
に
ご
注
目
い
た
だ
け

ま
す
と
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　

（
編
集
担
当　

山
口
奈
々
絵
・
竹
内
信
）


