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史
料
を
遺
す 

 
 

本
年
度
の
秋
季
企
画
展
は
、
春
季
に
引
き
続
き
湖
北
の
村
（
菅
浦
）
の
史

資
料
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
村
の
中
世
文
書
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
高
校
時
代
に
日
本
史
を
選
択
し
た
人
な
ら
誰
で
も
中
世
後
期

の
単
元
で
惣
村
・
郷
村
の
こ
と
を
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
さ
い
に
事
例

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
惣
村
は
、
恐
ら
く
菅
浦
や
今
堀
（
東
近
江
市
）
だ

っ
た
は
ず
で
す
。
資
料
集
や
図
録
で
も
こ
れ
ら
の
村
の
も
の
が
引
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
れ
ら
の
史
料
群
は
、
本

史
料
館
が
地
元
の
ご
好
意
で
お
預
か
り
し
て
い
る
も
の
で
す
。
惣
村
・
郷
村

の
歴
史
は
、
近
江
国
の
史
実
を
も
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
す
。 

 

科
学
技
術
の
発
展
が
人
々
の
暮
ら
し
を
利
便
に
す
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容

れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
お
よ
そ
形
あ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
風
雪
に
さ
ら
さ
れ

て
衰
滅
す
る
こ
と
は
自
然
の
摂
理
だ
と
い
え
ま
す
。
少
し
事
例
と
し
て
は
相

応
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
Ｐ
Ｃ
は
日
常
生
活
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
程
に
普
及
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｓ
の
度
重
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ

プ
は
、
普
通
の
生
活
者
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
こ
と
だ
と
い
え
る
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
企
業
の
あ
く
な
き
利
益
欲
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

か
つ
て
Ｍ
Ｓ
社
の
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
氏
が
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
発
達
は
、

人
を
幸
福
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
わ
れ
、
絶
句
し
た
場
面
を
Ｔ
Ｖ
で

見
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
多
分
、
生
活
を
利
便
に
す
る
こ
と
に
貢
献

し
た
の
は
事
実
で
す
が
、
社
会
に
情
報
の
非
対
称
性
を
増
大
さ
せ
、
大
き
な

格
差
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
決
し
て
幸
福
な
暮
ら
し
を
も

た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
限
り

で
幸
福
に
寄
与
し
た
と
言
い
つ
の
る
強
欲
者
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 

和
紙
に
墨
で
書
か
れ
た
文
字
は
、
千
年
後
も
消
え
る
こ
と
な
く
残
り
ま

す
。
羊
皮
紙
に
書
か
れ
た
文
字
は
、
い
ず
れ
皮
紙
の
劣
化
と
と
も
に
衰
滅
し

ま
す
。
ま
し
て
や
酸
性
紙
に
万
年
筆
で
書
か
れ
た
文
献
は
、
鉄
分
の
酸
化
に

と
も
な
い
文
字
が
抜
け
、
紙
も
粉
砕
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
保
存
さ

れ
た
資
料
も
、
そ
の
保
存
技
術
は
、
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

人
類
が
経
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
は
、
口
伝
だ

け
で
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。
や
は
り
文
字
で
書
か
れ
た
一
次
史
料
（
古
文
書
）

を
保
存
し
て
い
く
こ
と
が
、
二
一
世
紀
に
お
い
て
も
必
要
不
可
欠
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
菅
浦
文
書
を
大
事
に
保
管
し
後
世
に
伝
え
て

き
た
村
人
の
見
識
に
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
抱
く
次
第
で
す
。
同
時
に
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
歴
史
家
が
古
文
書
を
解
読
す
る
時
代
か
ら
、
新
し
い
科
学
技

術
を
導
入
し
て
史
料
の
利
用
と
解
析
が
試
行
さ
れ
る
日
も
近
い
と
い
う
実

感
も
あ
り
ま
す
。 

 
(

附
属
史
料
館
長 

宇
佐
美
英
機)

  
 
 

 

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館 

に
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ば
っ
く
と
ぅ
ざ
ぱ
す
と 

そ
の
三
七 

  

惣
〔
村
〕
、
そ
の
代
表
と
し
て
の
菅
浦 

「
現
在
の
高
校
の
地
理
歴
史
科

『
日
本
史
B
』
の
教
科
書
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
、
滋
賀
県
に
関
わ
る

事
象
と
い
う
と
何
が
あ
る
だ
ろ
う

か
？
」
、
教
育
学
部
生
に
毎
年
こ

ん
な
質
問
を
な
げ
か
け
て
い
ま
す
。 

学
生
た
ち
か
ら
最
初
、
「
大
津

宮
」
、
「
紫
香
楽
宮
」
と
い
う
答

え
位
し
か
出
て
来
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
「
比
叡
山
」

と
い
う
解
答
が
出
て
き
ま
す
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
古
代
史
に
関
す
る

事
項
で
す
。
滋
賀
県
、
い
や
近
江
国
が
古
代
こ
そ
価
値
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
よ
う
や
く
出
て
く
る

の
は
、
織
田
信
長
の
「
安
土
城
」
と
「
大
津
事
件
（
明
治
時
代
の
ロ
シ
ア
皇

太
子
襲
撃
事
件
）
」
、
そ
の
後
待
っ
て
い
て
も
「
彦
根
城
（
残
念
な
が
ら
教

科
書
へ
の
掲
載
は
少
な
い
）
」
、
「
東
海
道
（
そ
り
ゃ
そ
う
だ
け
ど
、
滋
賀

県
が
主
で
は
な
い
）
」
位
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。 

こ
こ
で
は
、
近
江
国
が
日
本
史
研
究
の
上
で
お
そ
ら
く
最
も
注
目
さ
れ
て

い
る
時
代
、
中
世
の
事
項
が
全
く
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
そ
の
事
項
と
は
、

自
治
的
村
落
と
も
い
わ
れ
る
「
惣
〔
村
〕
」
。
惣
自
体
に
馴
染
み
が
な
い
の

か
、
滋
賀
県
と
結
び
つ
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
教
科
書
や
史
料
集
に
載
せ

ら
れ
る
惣
の
例
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
今
堀
（
東
近
江
市
）
か
菅
浦
（
長
浜
市
）

で
あ
る
の
に
、
惣
は
彼
ら
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
こ
な
い
の
で
す
（
根
拠
と
な

る
史
料
「
今
堀
日
吉
神
社
文
書
」
「
菅
浦
文
書
」
は
と
も
に
、
こ
の
滋
賀
大

学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
）
。
た
だ
、
一
般

の
方
に
と
っ
て
も
最
も
研
究
が
盛
ん
な
近
江
国
の
テ
ー
マ
が
惣
で
あ
る
と

い
う
の
は
馴
染
み
の
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
教
科
書

に
は
地
域
性
は
余
り
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
惣
に
関
す
る
史
料
の
大

部
分
は
、
近
江
国
と
紀
伊
国
な
の
で
す
。 

こ
の
秋
の
特
別
展
で
は
、
惣
を
代
表
す
る
史
料
の
一
つ
、
菅
浦
文
書
を
展

示
し
ま
す
。
そ
の
中
の
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
の
菅
浦
惣
荘
置
文
（
菅
浦

文
書
二
二
七
号
）
は
、
菅
浦
の
惣
が
自
ら
裁
判
「
自
（
地
下
）
検
断
」
を
行

う
権
利
が
あ
る
こ
と
を
、
惣
独
自
の
掟
「
惣
（
村
）
掟
」
と
し
て
記
し
て
い

ま
す
。
一
般
的
に
惣
で
あ
る
こ
と
を
示
す
指
標
と
し
て
は
、
「
自
検
断
」
、

「
惣
掟
」
、
そ
し
て
年
貢
の
徴
収
を
請
け
負
う
こ
と
「
地
下
（
村
）
請
」
の

三
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
料
は
菅
浦
が
惣
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
記
し
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
う
え
、
「
二
十
人
乙
名
」
「
中
乙
名
」
「
若
衆
」
な
る

記
載
も
あ
り
、
惣
の
運
営
が
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
か
そ
の
構
造
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
裁
判
の
際
に
、
支
証
や
亀

西の四足門 
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鏡
（
証
拠
）
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
証
拠
の
な
い
者
に
罪
が
加
え
ら

れ
な
い
よ
う
に
注
意
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
惣
の
寄
合
な
し
で

抜
け
駆
け
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
と
制
約
を
加
え
て
い
ま
す
。
惣
を
維
持
さ

せ
て
い
く
た
め
に
は
、
外
の
権
力
と
の
闘
い
だ
け
で
は
な
く
、
内
部
で
も
自

治
を
守
る
た
め
に
様
々
な
統
制
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

                

菅
浦
は
そ
の
後
、
戦
国
大
名
浅
井
氏
の
登
場
に
よ
っ
て
変
化
を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
す
。
浅
井
氏
の
出
し
た
徳
政
令
（
菅
浦
文
書
二
六
三
号
）
や
撰
銭
令

（
菅
浦
文
書
二
七
二
号
）
が
菅
浦
文
書
中
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
菅
浦

が
浅
井
氏
の
支
配
圏
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
浅
井
氏

が
菅
浦
に
強
権
的
に
入
り
込
ん
で
来
た
の
か
、
あ
る
い
は
惣
と
の
連
携
で
支

配
圏
に
組
み
込
ん
だ
の
か
、
そ
し
て
菅
浦
の
自
治
が
ど
の
よ
う
に
な
く
な
っ

て
い
っ
た
か
な
ど
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す
。 

中
世
の
惣
、
そ
し
て
戦
国
大
名
と
惣
の
関
わ
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
、
こ
の
秋
の
展
示
か
ら
感
じ
て
頂
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
教
育
学
部 

宇
佐
見
隆
之
） 

   

史
料
館
新
営
二
〇
周
年
記
念
特
別
展 

 
 

重
要
文
化
財 

菅
浦
文
書
を
読
み
解
く 

一
〇
月
一
三
日
（
火
）
～
一
一
月
二
〇
日
（
金
）
九
時
三
〇
分
～
一
六
時
三
〇
分 

 
特
別
展
関
連
講
演
会 

一
〇
月
三
一
日
（
土
）
一
三
時
三
〇
分
～ 

講
演
「
中
世
菅
浦
の
景
観
」
長
浜
市
長
浜
城
歴
史
博
物
館
館
長 

太
田
浩
司
氏 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
菅
浦
の
歴
史
と
史
料
を
語
る
」 

 

科
研
費
研
究
グ
ル
ー
プ 

  

菅浦文書２２７号 
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古 
今 

当 

在 
  浅

井
「
井
伴
」
と
「
井
量
」
の
花
押 

 

菅
浦
文
書
の
中
に
は
、「
浅
井
井
伴
（
あ
ざ
い
い
と
も
）
」
と
い
う
人
物
が

し
ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。
井
伴
は
浅
井
氏
の
一
族
で
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ

て
菅
浦
の
代
官
を
務
め
た
人
物
で
す
。 

菅
浦
研
究
の
上
で
最
も
基
本
的
な
史
料
集
で
あ
る
滋
賀
大
学
日
本
経
済

文
化
研
究
所
史
料
館
編
纂
『
菅
浦
文
書
』
の
上
巻
（
一
九
六
〇
年
）
に
は
、

「
浅
井
井
伴
書
状
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

回
の
特
別
展
で
は
そ
の
史
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
が
（
史
料
一
二
）
、
タ
イ

ト
ル
は
「
浅
井
井
量
（
い
か
ず
）
書
状
」
に
変
更
し
ま
し
た
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
差
出
人
の
名
前
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
「
井
伴
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

「
浅
井
弥
大
郎
井
量
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

『
菅
浦
文
書
』
に
は
、
「
井
量
ハ
井
伴
ノ
前
名
ナ
リ
」
と
注
記
が
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
『
菅
浦
文
書
』
を
編
纂
す
る
時
点
で
「
井
量
と
は
、
井
伴
と

名
乗
る
前
の
名
前
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
タ
イ
ト
ル
も
「
井
伴
書
状
」
と
し

た
よ
う
な
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
が
何
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
山

本
大
・
小
和
田
哲
男
編
『
戦
国
大
名
家
臣
団
事
典 

西
国
編
』（
新
人
物
往
来

社
、
一
九
八
一
年
）
の
浅
井
氏
家
臣
の
項
で
も
、
浅
井
井
伴
は
「
浅
井
井
演

（
い
ひ
ろ
）
の
子
か
。
初
め
の
名
は
井
量
。
弥
太
郎
、
の
ち
木
工
助
と
称
し

た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
『
菅
浦
文
書
』
の
注
記
に

基
づ
く
記
述
と
思
わ
れ
ま
す
。 

    

こ
う
し
た
場
合
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
花
押
で
す
。
史
料
一
二
の
井
量
の

花
押
（
上
段
の
画
像
）
と
、
一
三
の
「
浅
井
木
工
助
井
伴
」
の
花
押
（
下
段
の

画
像
）
を
見
比
べ
て
く
だ
さ
い
。
は
た
し
て
、
同
一
人
物
が
書
い
た
も
の
で

し
ょ
う
か
？
即
断
は
難
し
く
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
す
が
、
あ
る
い
は
菅

浦
文
書
中
の
浅
井
井
伴
の
花
押
に
つ
い
て
、
全
て
を
詳
し
く
比
較
し
て
分
析

す
れ
ば
、
長
ら
く
定
説
で
あ
っ
た
「
井
量
＝
井
伴
」
説
の
見
直
し
が
可
能
と

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

二
〇
一
二
年
以
来
、
史
料
館
で
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
に
よ
る
助
成
を

受
け
て
、
菅
浦
文
書
全
点
の
再
調
査
を
共
同
研
究
形
式
で
進
め
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
史
料
の
解
読
と
あ
わ
せ
て
、
史
料
に
登
場
す
る
人
物
や
花
押
に

つ
い
て
も
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
か
ら
、
定
説
を
再
検
討

す
る
き
っ
か
け
も
生
ま
れ
ま
す
。
今
回
の
展
示
は
、
四
年
間
の
共
同
研
究
の

成
果
を
反
映
し
た
も
の
で
す
。
ど
う
ぞ
じ
っ
く
り
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。 
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