
�
�
�
�

令
和
二
七
年

(

二
〇
一
五)

、
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室

が
県
立
歴
史
博
物
館
に
開
設
さ
れ
て
以
来
、『

播
磨
国
風

土
記』

(

以
下
、『

風
土
記』

と
略
す
場
合
が
あ
る)

を
共

同
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
県
民
向
け
に
情
報
発
信
し
て
き

た
。
展
示
会
、
講
演
会
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の

開
催
、
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
配
信
、
成
果
本
の
刊

行
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
筆
者
は
、
つ
ね
づ

ね

『

風
土
記』

の
魅
力
を
も
っ
と
具
体
的
に
感
じ
ら
れ
る

企
画
を
通
じ
て
、
高
校
生
や
大
学
生
な
ど
の
若
い
世
代
を

惹
き
つ
け
、
さ
ら
に
将
来
に
亘
っ
て
博
物
館
に
脚
を
運
ん

で
も
ら
う
き
っ
か
け
を
作
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。

考
古
学
系
の
博
物
館
で
は
、
小
学
生
な
ど
を
対
象
と
し

た

｢

土
器
作
り｣

や

｢

勾
玉
作
り｣

な
ど
の
体
験
学
習
型

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
そ

の
後
の
博
物
館
へ
の
来
館
や
、
敷
居
の
高
さ
の
解
消
に
役

だ
っ
て
い
る
と
聞
く
。
ま
た
非
常
勤
先
の
大
学
の
博
物
館

学
の
受
講
生
た
ち
も
、
そ
う
い
う
経
験
が
、
博
物
館
へ
の

興
味
・
関
心
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
話
を
し
て
い
た
。

歴
史
系
の
博
物
館
で
は
単
純
な｢

モ
ノ｣

作
り
型
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
は
難
し
い
。
し
か
し

｢

文
字
資
料｣

と
い
う
モ
ノ
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
の
意
味
を
知
っ
た
う

え
で
高
校
生
に
競
書
し
て
も
ら
い
、
し
か
も
そ
の
作
品
を

館
内
で
展
示
す
る
企
画
は
で
き
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
今
回
の

『

播
磨
国
風
土
記』

を
書
に
す

る
展
の
開
催
で
あ
る
。
小
稿
で
は
こ
の
展
示
会
の
開
催
の
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契
機
、
い
き
さ
つ
、
成
果
と
手
応
え
、
お
よ
び
今
後
の
課

題
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


コ
ロ
ナ
禍
の
最
中
の
令
和
三
年(

二
〇
二
一)

頃
か
ら
、

藪
田
貫
室
長
と
と
も
に
、『

播
磨
国
風
土
記』

の
文
字
資

料
を
素
材
に
し
た
、
高
校
生
に
よ
る
競
書
作
品
展
の
企
画

化
に
つ
い
て
、
時
折
話
し
合
う
機
会
が
あ
っ
た
。
大
阪
府

立
狭
山
池
博
物
館
で
は
、
狭
山
池
の
歴
史
を
イ
メ
ー
ジ
で

き
る

｢

行
基｣

｢

重
源｣

｢

池
守｣
な
ど
の
文
字
を
課
題
と

す
る

(

小
学
生
向
き)

｢

書
き
初
め｣
展
が
開
か
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(
博
物
館
開
館

二
〇
周
年
記
念
行
事
な
ど)

。
筆
者
は
当
初
こ
れ
に
倣
い
、

｢

餝し
か

磨ま

郡｣
｢

日ひ

女め

道じ

丘｣
｢

英あ

賀が

里｣

な
ど
、
現
存
す
る

『

風
土
記』

の
地
名
の
み
を
高
校
生
が
競
書
す
る
姿
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
年
の
夏
、
神
戸
大
学
の
勤
務
時
代
に
お
世

話
に
な
っ
た
、
書
家
で
あ
り
か
つ
同
大
名
誉
教
授
の
魚
住

和
晃
氏
が
た
ま
た
ま
別
件
で
来
館
さ
れ
た
。
そ
の
時
こ
の

話
を
持
ち
出
す
と
、
氏
は

｢

そ
れ
は
興
味
深
い
企
画
だ
。
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高
校
生
に
は
少
し
つ
ら
い
作
業
に
な
る
が
、
地
名
だ
け
で

な
く
、
地
名
起
源
説
話
も
書
に
し
て
も
ら
い
、
し
か
も
意

味
も
理
解
し
て
も
ら
う
事
が
重
要
だ｣

と
い
わ
れ
た
。
さ

ら
に

｢
題
材
と
す
る
地
名
起
源
説
話
の
選
び
方
と
、
臨
書

か
創
作
に
す
る
か
は
生
徒
た
ち
に
よ
る
自
由
選
択
と
し
、

よ
り
多
く
の
高
校
生
参
加
に
よ
る
競
書
企
画
と
す
る
こ
と｣

な
ど
を
強
調
さ
れ
、
ま
た

｢

監
修
と
審
査
に
つ
い
て
は
私

が
担
当
し
て
も
良
い｣
と
仰
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
時
、

正
直
驚
い
た
の
を
想
い
出
す
が
、
し
か
し
魚
住
氏
の
提
言

を
直
接
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
流
れ
に
沿
っ
た
企
画

が
動
き
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

館
内
の
事
業
企
画
課
に
企
画
案
を
示
し
た
後
、
ま
ず
鈴

木
敬
二
館
長
補
佐
兼
事
業
企
画
課
長
と
前
田
和
彦
指
導
主

事
と
と
も
に
、
近
く
に
あ
る
県
立
姫
路
東
高
校
を
訪
れ
た
。

同
校
と
は
ギ
タ
ー
・
マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ
ブ
に
よ
る
ロ
ビ
ー

コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
な
ど
、
長
年
連
携
関
係
を
保
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
同
高
書
道
部
員
は
一
一
名

在
籍
し
、
主
旨
を
説
明
す
る
と
、
顧
問
教
師
の
同
意
の
も

と
、
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
姫
路
市
内
の
他
校
の
書
道
部
員
の
在
籍
事
情
は

か
な
り
厳
し
く
、
複
数
校
を
ま
た
い
だ
企
画
は
事
実
上
不

可
能
だ
と
分
か
り
、
結
局
今
回
は
同
校
書
道
部
内
部
で
の

競
書
展
と
す
る
こ
と
な
っ
た
。
魚
住
氏
に
も
こ
の
旨
を
伝

え
、
了
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
を
経
て
、
令
和
四
年

(

二
〇
二
二)

の
一
二
月
以

降
、
素
材
と
な
る

『

播
磨
国
風
土
記』

の
地
名
起
源
説
話

の
内
容
と
、
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
三
条
西
家
本
の
書
体
や
字

体
に
関
す
る
説
明
を
す
る
た
め

(

当
館
は
レ
プ
リ
カ
を
所

蔵)

、
二
度
に
亘
る
出
前
講
義
を
実
施
し
た
。

�
�
�
�
�
�
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一
回
目
の
出
前
講
義
で
は
監
修
者
の
魚
住
氏
も
登
壇
さ

れ
、
書
と
い
う
も
の
に
は

｢

臨
書｣

と

｢

創
作｣

と
い
う

二
つ
の
や
り
方
が
あ
り
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
に
せ
よ
、
記
さ

れ
て
い
る
内
容
を
理
解
し
な
が
ら
書
く
こ
と
が
も
っ
と
も

大
切
で
あ
る
点
な
ど
を
強
調
さ
れ
た
。
多
く
の
生
徒
た
ち

は
、
た
と
え
ば

｢

王
羲
之
流｣

｢

顔
眞
卿
流｣

あ
る
い
は

｢
我
流｣

な
ど
の
創
作
書
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

結
局
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
に
し
た
が
い
、
全
員
が
三
条
西

家
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
書
写
す
る
臨
書
ス
タ
イ
ル
を

選
択
し
た
。
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三
条
西
家
本
を
唯
一
の
祖お
や

本ほ
ん

と
す
る『

播
磨
国
風
土
記』

は
、
正
式
の
報
告
書
で
は
な
く
草
稿
本
と
み
な
す
見
解
が

あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
誤
字
・
脱
字
・
衍え
ん

字じ

が
多
い
資
料
で
あ

る
。
生
徒
全
員
が
臨
書
ス
タ
イ
ル
を
選
ん
だ
以
上
、
写
真

版
の
資
料
コ
ピ
ー
を
提
示
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
点
を
丹
念

に
説
明
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。
と
く
に
現
在
の
常
用
漢

字
の

｢

処｣
｢

形｣
｢

鹿｣

な
ど
の
字
が
、
資
料
で
は
異
体

字
で
書
か
れ
て
い
る
点
、
ま
た
不
慣
れ
な
漢
文
を
読
み
解

く
際
の
、
返
り
点
や
句
読
点
の
取
り
方
、
そ
し
て
全
体
と

し
て
語
呂
合
わ
せ
と
ダ
ジ
ャ
レ
に
満
ち
た
地
名
起
源
説
話

の
中
身
に
つ
い
て
、
主
に
餝
磨
郡
の
箇
所
に
し
ぼ
っ
て
説

明
を
加
え
た
。

生
徒
た
ち
が
作
品
対
象
に
選
び
出
し
た
地
名
起
源
説
話

は
、
印
南
郡
の
南な

�び

都つ

麻ま

条
が
一
名
の
ほ
か
、
や
は
り
地

元
の
餝
磨
郡
の
そ
れ
に
集
中
し
た
。｢

日
女
道
丘
の
神｣

の
名
が
み
え
る
枚ひ
ら

野の

里
筥は
こ

丘お
か

条
が
三
名
、
冒
頭
の
餝
磨
郡

条
が
二
名
、
枚
野
里
新
羅
訓
村
条
・
伊
和
里
手
苅
丘
条
・

少お

川が
わ

里
豊
国
村
条
・
同
里
射い

眼め

前さ
き

条
が
各
一
名
と
な
っ
た
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
日
女
道
＝
姫
路
の
地
名
や
、
新し

羅ら

訓く
に

＝
白
国
、
英
賀
＝
英
賀
保
、
手
苅
丘
＝
手
柄
山
な
ど
、

馴
染
み
の
あ
る
地
名
の
起
源
説
話
ば
か
り
に
な
っ
た
。
な
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か
に
は

｢

私
は
韓
国
の
こ
と
が
好
き
な
の
で
、｢

韓か
ら

人ひ
と｣

の
話
が
登
場
す
る
手
苅
丘
条
を
選
ん
だ｣

と
い
う
理
由
の

女
子
生
徒
も
い
た
。

そ
の
後
、
作
品
提
出
の
最
終
締
め
切
り
日
を
令
和
五
年

三
月
上
旬
に
設
定
し
た
。
た
だ
し
魚
住
氏
の
要
望
に
も
と

づ
き
、
事
前
に
作
品
の
中
間
提
出
を
求
め
た
。
そ
れ
を
み

る
と
説
話
内
容
の
不
適
切
な
区
切
り
方
、
少
な
く
な
い
誤

字
・
脱
字
が
含
ま
れ
て
い
た
。
魚
住
氏
は
一
点
ご
と
に
丁

寧
な
添
削
を
加
え
ら
れ
、
ま
た
筆
者
自
身
も
説
話
内
容
の

最
終
確
認
の
講
義
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
し

た
こ
と
が
展
示
会
の
成
功
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
た
と

思
う
。

こ
れ
を
経
て
、
業
者
に
よ
る
軸
装
を
全
作
品
に
施
し
て
、

審
査
の
う
え
開
館
四
〇
周
年
記
念
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
企
画
の
一
環
と
し
て
、
四
月
か
ら
五
月
を
会
期
と
す

る
ロ
ビ
ー
展
示
会
を
催
し
た
。
会
期
中
は
本
人
や
友
人
の

ほ
か
、
保
護
者
や
親
戚
が
観
覧
に
来
る
な
ど
盛
会
に
な
り
、

ま
た
五
月
七
日
に
は
全
員
出
席
の
も
と
講
評
会
を
も
っ
た
。

魚
住
氏
は

｢

ど
れ
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
素
晴
ら

し
い
作
品
に
な
っ
た
。『

播
磨
国
風
土
記』

の
知
名
度
を

高
め
て
く
れ
る
は
ず｣

と
評
し
た
。

�
�
�
�
�
�
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講
評
会
な
ど
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
か
ら
挙
が
っ
た
感

想
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

○

｢『

播
磨
国
風
土
記』

に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が

出
来
て
、
興
味
を
も
っ
た
。
漢
字
の
な
か
の
異
体
字
の
存

在
を
初
め
て
知
っ
て
、
と
て
も
面
白
か
っ
た｣

。

○

｢『

風
土
記』

の
な
か
に
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
土
地

の
由
来
話
が
あ
っ
て
、
す
ご
く
興
味
深
か
っ
た｣

。

○

｢『

風
土
記』

の
こ
と
は
歴
史
の
授
業
で
習
っ
て
い
た
。

し
か
し
実
際
の
地
名
起
源
説
話
の
な
か
に
は｢

言
葉
遊
び｣

の
要
素
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
ん
な
に
面
白
い

話
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
た｣

。

○

｢

魚
住
先
生
か
ら
、
書
こ
う
と
す
る
文
字
に
気
持
ち
が

入
っ
て
な
い
と
意
味
が
な
い
と
聞
き
、
今
ま
で
の
作
品
提

出
時
に
は
、
た
だ
字
の
き
れ
い
さ
ば
か
り
に
気
を
つ
け
て

い
た
と
感
じ
た
。
だ
か
ら
今
回
の
作
品
は
、
し
っ
か
り
と

文
の
意
味
を
理
解
し
て
心
を
込
め
て
書
い
た｣

。

○

｢
姫
路
市
内
の
英あ

賀が

保ほ

駅
近
く
に
住
ん
で
る
い
る
の
で

英
賀
里
の
地
名
起
源
説
話
を
選
ん
だ
。
一
三
〇
〇
年
前
か

ら

｢

英
賀｣
の
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
に
驚
い
た
。
地
元
の
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歴
史
へ
の
関
心
が
出
て
き
た
の
で
、
調
べ
た
ら
戦
国
時
代

に
｢

英
賀｣

の
地
で
、
大
規
模
な
戦
さ
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た｣
。

○

｢

姫
路
市
の
白
国
に
住
ん
で
い
る
の
で
、『

風
土
記』

の
新し

羅ら

訓く
に

村
の
話
を
臨
書
し
た
。
調
べ
る
と
地
元
の
白
国

神
社
の
神
様
の
名
前
が
、
自
分
の
苗
字
と
も
関
わ
っ
て
い

る
と
分
か
り
、
親
近
感
が
沸
い
て
写
す
こ
と
が
で
き
た｣

。

○｢

今
ま
で
八
文
字
以
上
の
作
品
を
写
し
た
こ
と
は
無
か
っ

た
の
で
、
四
一
字
へ
の
挑
戦
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
が
、
出

来
た
後
は
達
成
感
を
得
ら
れ
た｣
。

こ
れ
を
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
地
名
起
源
説
話
の
意

味
を
理
解
し
た
う
え
で
書
に
す
る
こ
と
が
、
地
元
へ
の
愛

着
や
親
し
み
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ
ち
ら
側
の
意
図
が
、

生
徒
に
も
か
な
り
伝
わ
っ
た
と
い
う
感
じ
ら
れ
る
。
と
く

に
出
前
講
義
を
受
け
た
後
、
さ
ら
に
地
元
地
名
に
つ
い
て

調
べ
上
げ
た
と
い
う
生
徒
が
二
名
も
い
た
こ
と
は
収
穫
だ
っ

た
。『

播
磨
国
風
土
記』

の
地
名
起
源
説
話
の
数
は
、
明
石
・

赤
穂
両
郡
を
除
い
て
も
、
ト
ー
タ
ル
三
六
〇
例
以
上
に
及

ぶ
か
ら
、
同
様
の
企
画
を
各
地
で
開
催
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。『

風
土
記』

の
文
字
資
料
と
い
う
モ
ノ
を
使
っ
た

競
書
展
は
、
歴
史
系
の
博
物
館
に
相
応
し
い
、
新
し
い
博

学
連
携
企
画
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

�
�
�
�

『

播
磨
国
風
土
記』

を
書
に
す
る
展
の
あ
り
方
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
一
つ
に
、
書
の
専
門
家
の
魚
住
氏
の
協

力
を
得
ら
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
館
内
の
指
導
主
事

の
前
田
和
彦
氏
が
、
連
携
先
の
姫
路
東
高
校
と
の
間
で
、

粘
り
強
い
交
渉
と
や
り
と
り
を
し
て
く
れ
た
こ
と
が
、
大

き
な
成
功
に
つ
な
が
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。
今
後
も
同
様

の
競
書
展
を
播
磨
各
地
で
催
し
た
い
と
考
え
る
。

そ
の
際
、
課
題
と
な
る
の
は
、
受
け
皿
と
な
る
高
校
を

ど
の
よ
う
に
探
し
て
い
く
か
の
点
、
ま
た
恒
常
的
な
開
催

経
費
の
確
立
、
と
く
に
作
品
の
軸
装
代
な
ど
を
ど
の
よ
う

に
ま
か
な
う
か
の
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
も
考
慮
し
つ

つ
、
新
し
い
博
学
連
携
企
画
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
き
た
い

と
思
う
。
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