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本
年
度
の
秋
季
企
画
展
は
講
堂
改
修
竣
工
を
記
念
し
て
、
経
済
学
部

の
前
身
で
あ
る
彦
根
高
等
商
業
学
校
を
取
り
あ
げ
ま
す
。
設
置
が
決
ま

っ
た
当
時
、
財
政
的
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
政
府
は
高
校
や
高
等

商
業
学
校
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
を
で
き
る
だ
け
全
国
に
広
げ
よ
う
と

す
る
政
策
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
一
九
二
二
年
の
勅
令
で

正
式
に
彦
根
に
高
等
商
業
学
校
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

と
は
い
え
、
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
高
等
教
育
機
関
は
、
地
域
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
地
域
の
若
者
た
ち
の
た
め
に
設
け

ら
れ
た
教
育
の
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
も
そ
も
高
等
商
業
学

校
の
入
学
者
は
、
男
子
し
か
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
現
在
の
滋

賀
大
学
と
同
じ
よ
う
に
、
地
元
枠
は
な
く
、
広
く
全
国
か
ら
受
験
し
合

格
し
た
も
の
の
み
が
入
学
し
て
い
ま
し
た
。
地
域
の
経
済
に
貢
献
す
る

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
多
く
の
若
者
が
集
ま
り
来

る
こ
と
は
メ
リ
ッ
ト
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

で
は
、
地
域
に
高
等
教
育
機
関
が
あ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
ん
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
も
の

に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
地
域
に
高
等
教
育
機
関
が
な
け
れ
ば
、
高
等

教
育
を
目
指
そ
う
と
す
る
若
者
や
子
ど
も
に
受
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
大

人
た
ち
も
出
て
き
に
く
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
高
等
教
育
機
関
が

全
国
に
拡
充
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ど
の
町
に
も
あ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
地
域
の
人
々
に
な
ん
ら

か
の
優
越
感
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
官
立
学
校
は
内
に
閉

じ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
少
な
く
と
も
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
は

で
き
ま
す
。
講
堂
や
校
舎
な
ど
地
域
の
人
々
に
は
馴
染
み
の
風
景
と
な

っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
数
少
な
い
機
会
と
は
い
え
、
な
ん
ら
か
の

イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
も
で
き

ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
る
、
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
大

事
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
教
官
と
し
て
生
徒
と
し
て
、
新
た
に
ヒ
ト
が
到
来
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
未
見
の
モ
ノ
や
コ
ト
を
も
た
ら
し
ま
す
。
た
と

え
ば
、
多
く
の
知
を
蓄
え
て
き
た
教
官
と
い
う
ヒ
ト
は
そ
れ
ら
を
体
現

す
る
存
在
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
高
商
で
は
生
徒
が
中
心
と
な
っ

て
、
講
演
会
、
映
画
会
、
音
楽
会
な
ど
の
催
事
、
ス
ポ
ー
ツ
の
イ
ベ
ン

ト
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
地
域
の
人
々
が
目
に
し
た
こ
と

の
な
い
モ
ノ
や
コ
ト
が
も
た
ら
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
未
知
の
モ

ノ
や
コ
ト
の
な
か
に
は
、
地
域
の
モ
ノ
や
コ
ト
を
発
信
し
た
り
、
保
存

し
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
手
立
て
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

地
方
の
高
等
教
育
機
関
の
施
設
で
あ
る
史
料
館
が
保
管
、
所
蔵
す
る

史
料
群
は
ま
さ
に
、
こ
れ
ま
で
保
存
さ
れ
て
き
た
地
域
の
モ
ノ
で
あ

り
、
コ
ト
の
記
録
で
す
。
そ
う
し
た
モ
ノ
を
使
っ
て
史
料
館
が
お
こ
な

っ
て
い
る
発
信
の
ひ
と
つ
が
展
示
で
す
。
ひ
と
り
で
も
多
く
の
方
々
の

目
に
触
れ
る
も
の
に
な
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
望
ん
で
い
ま
す
。 

(

史
料
館
長 

坂
野
鉄
也)

 

令
和
二
年
度
企
画
展
示
□
■
□
■
□
■
□
■
□
■
□
□
■
□
■
□
■ 

滋
賀
大
学
講
堂
改
修
竣
工
記
念 

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

土
・
日
・
祝
日
休
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

「
高
等
教
育
の
拡
充
と
都
市
の
再
編
―
高
商
の
建
築
遺
産
」 

鹿
児
島
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究
科
建
築
学
専
攻
教
授 

木
方
十
根
氏 

No.53 

 

 
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館 

に
ゅ
う
す 

 
 

２
０
２
０
・
１
０
・
１
９ 



 2  

ば
っ
く
と
ぅ
ざ
ぱ
す
と 

そ
の
四
七 

 

英
国
人
写
真
家
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ(

一
八
七

〇-

一
九
三
五
年)

は
、
明
治
三
四
年
に
来
日
し
、
そ
の
後
明
治
三
九
年

ま
で
断
続
的
に
、
通
算
す
る
と
約
三
年
、
日
本
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
、

東
京
、
松
島
、
日
光
、
横
浜
、
鎌
倉
、
京
都
、
奈
良
、
瀬
戸
内
海
な
ど
を

旅
し
な
が
ら
日
本
の
風
景
と
風
俗
を
撮
影
し
、
帰
国
後
、
日
本
で
撮
影

し
た
写
真
を
数
多
く
掲
載
し
た
日
本
旅
行
記In

 L
o

tu
s-L

a
n

d
 J

a
p

a
n

（
一

九
一
〇
年
刊
）
を
出
版
し
た
。
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
ま
た
、
一
九
一
〇
年

か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
、
ス
コ
ッ
ト
大
佐
の
南
極
探
検
に
カ
メ
ラ
マ
ン
・

映
画
撮
影
技
師
と
し
て
同
行
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
日
本
滞
在
時
、
彦
根
を
数
回
訪
れ
て
い
る
。

In
 L

o
tu

s-L
a

n
d

 J
a

p
a

n

に
は
、
長
岡
祥
三
氏
に
よ
る
和
訳
が
あ
る
（
邦
訳

名
『
英
国
人
写
真
家
の
見
た
明
治
日
本
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
五

年
刊
）
が
、
抄
訳
で
あ
り
、
彦
根
の
章
（
第
一
七
章
）
は
、
残
念
な
が
ら

省
略
さ
れ
て
い
る
。 

ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
年
）
五
月
に
彦
根
に
初

め
て
や
っ
て
来
た
。
そ
の
後
も
彦
根
に
数
度
来
て
お
り
、
彼
の
著
書
に

は
、
玄
宮
園
や
楽
々
園
の
景
観
、
城
山
の
様
子
、
八
景
亭
の
仲
居
さ
ん
た

ち
と
の
楽
し
げ
な
交
流
な
ど
の
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
著
書

内
に
は
、
玄
宮
園
を
撮
影
し
た
二
枚
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
園

の
当
時
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
（
本
稿
の
最
終

ペ
ー
ジ
に
、
参
考
と
し
て
そ
の
二
枚
の
写
真
を
掲
載
し
て
お
い
た
）
。 

ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
初
回
の
彦
根
訪
問
時
、
城
山
に
登
っ
て
い
る
が
、

そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
城
内
に
遠
足
に
来
て
い
た
何
百
人
も
の
学
校
生

徒
た
ち
の
群
れ
と
遭
遇
す
る
。
彼
は
著
書
に
、「
子
供
た
ち
は
教
師
た
ち

に
引
率
さ
れ
て
は
い
た
が
、
城
の
中
庭
や
林
の
中
の
至
る
所
を
走
り
回

り
、
歓
声
を
あ
げ
て
い
た
」
と
書
き
、
ま
た
「
城
の
中
に
は
、
菓
子
屋
や

果
物
屋
、
氷
入
り
飲
物
を
売
る
者
、
風
船
を
売
る
者
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

屋
、
お
も
ち
ゃ
を
売
る
女
性
」
、
「
色
と
り
ど
り
の
砂
糖
菓
子
を
積
み
上

げ
た
小
さ
な
桶
を
た
く
さ
ん
も
っ
た
男
」
な
ど
が
い
て
、
子
供
た
ち
は

あ
ち
こ
ち
の
露
店
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
て
は
、
財
布
か
ら
小
遣
い

を
出
し
て
そ
れ
ら
を
買
っ
て
い
た
と
綴
っ
て
い
る
。
彦
根
城
内
は
、
明

治
後
期
に
は
す
で
に
、
学
校
の
生
徒
た
ち
が
大
挙
し
て
や
っ
て
来
る
遠

足
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

と
こ
ろ
で
、
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
彦
根
城
や
玄
宮
園
の
様
子
だ
け
で

な
く
、
芹
川
の
河
口
近
く
で
行
わ
れ
て
い
た
少
々
贅
沢
な
「
娯
楽
」
の
こ

と
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
た
。 

 

日
本
の
「
上
流
階
級
」
の
人
々
に
大
層
好
ま
れ
て
い
た
娯
楽
が
、
琵
琶

湖
岸
に
あ
る
、
芹
川
が
湖
に
注
ぎ
込
む
地
点
を
訪
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
こ
は
砂
利
の
多
い
、
長
く
続
く
浜
辺
だ
っ
た
が
、
何
軒
か
の
小
さ
な

休
み
茶
屋
（t

e
a
-
h
o
u
s
e
s

）
が
あ
っ
た
。
そ
の
茶
屋
の
中
で
、
こ
こ
で

供
さ
れ
る
娯
楽
を
求
め
て
や
っ
て
来
た
人
た
ち
が
座
っ
て
宴
を
張
り
、

漁
師
ら
が
と
て
つ
も
な
い
長
さ
の
網
を
取
り
出
し
湖
の
中
へ
投
じ
る

の
を
眺
め
て
い
る
。
網
を
引
く
に
は
小
舟
が
数
艘
必
要
で
、
ま
た
豊
漁

を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
小
舟
は
、
湖
の
一
区
画
を
一
時
間
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
の
時
間
を
か
け
て
満
遍
な
く
動
き
回
っ
て
い
た
。
そ

の
あ
と
、
網
が
休
み
茶
屋
近
く
の
浜
辺
の
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
網

を
取
り
囲
ん
で
大
は
し
ゃ
ぎ
し
て
い
る
子
供
や
女
性
た
ち
は
、
網
に
か

か
っ
た
獲
物
の
中
か
ら
自
分
た
ち
が
欲
し
い
と
思
う
も
の
を
選
び
出

し
、
そ
れ
を
料
理
し
て
も
ら
い
、
茶
屋
で
食
し
て
い
た
。
漁
師
は
、
二

十
円
を
下
回
る
料
金
で
は
網
を
出
そ
う
と
は
し
な
い
の
で
、
結
果
と
し

て
こ
の
娯
楽
は
い
く
ら
か
高
く
つ
く
こ
と
に
な
る
。 

・
・
・ 
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こ
の
文
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、「
芹
川
が
湖
に
注
ぎ
込
む
地
点
」
の

「
浜
辺
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
何
軒
か
の
小
さ
な
休
み
茶
屋
（t

e
a
-

h
o
u
s
e
s

）
」
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ど
う
し
て
も
湧
い
て
こ
な
か
っ
た
。

彦
根
市
に
長
年
住
ん
で
い
る
年
配
の
方
々
に
、
明
治
後
期
、
芹
川
河
口

の
湖
岸
に
「
休
み
茶
屋
」
が
あ
っ
て
、
湖
で
漁
を
し
た
魚
を
料
理
し
て
そ

の
茶
屋
の
中
で
食
べ
さ
せ
て
く
れ
る
娯
楽
が
あ
っ
た
と
、
あ
る
本
に
書

か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
か
ご
存
じ
な
い
か
と
尋

ね
て
み
た
が
、
皆
さ
ん
、
知
ら
な
い
と
い
う
回
答
だ
っ
た
。 

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
気
に
な
っ
て
調
査
を
続
け
た
が
、

有
力
な
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
、
彦
根
に
関
係

す
る
絵
葉
書
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
有
す
る
野
瀬
正
雄
氏
を
訪
ね
、

芹
川
河
口
に
あ
っ
た
休
み
茶
屋
の
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
ど
う
や

ら
そ
れ
ら
し
き
絵
葉
書
を
所
有
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
絵
葉
書
の
入
っ
た
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
出
し
て
こ
ら
れ
、
私
に

三
枚
の
絵
葉
書
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
絵
葉
書
に
は
、「
彦
根
長
曾
根
湖
岸 

魚
市
樓
支
店 

納
涼

席
」
と
い
う
説
明
が
つ
い
て
い
る
。〔
其
ノ
一
〕
の
絵
葉
書
に
は
、
数
軒

建
て
ら
れ
て
い
る
茶
屋
の
背
後
に
、
も
く
も
く
と
煙
を
吐
く
高
い
煙
突

が
写
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
成
一
五
年
末
ま
で
長
曽
根
湖
岸(

芹
川
河

口
の
北
東
側
湖
岸)

沿
い
で
操
業
し
て
い
た
鐘
紡
の
工
場
の
煙
突
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
湖
岸
線
と
煙
突
の
位
置
関
係
か
ら
す
る
と
、
こ
れ

ら
の
茶
屋
は
、
い
ま
滋
賀
大
学
の
学
生
寮
「
偲
聖
寮
」
が
建
っ
て
い
る
場

所
（
あ
る
い
は
そ
の
付
近
）
に
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
（
寮
生
た
ち
は
、

寮
が
建
て
ら
れ
る
以
前
、
こ
の
よ
う
な
風
流
な
休
み
茶
屋
が
そ
の
地
に

建
て
ら
れ
て
い
た
と
は
、
誰
ひ
と
り
想
像
も
つ
か
な
い
に
違
い
な
い
）
。 

鐘
紡
の
大
規
模
な
工
場
が
長
曽
根
湖
岸
沿
い
に
建
設
さ
れ
た
の
は
昭

和
五
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
絵
葉
書
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
の
は
そ

れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
来
彦
し
た
の
は
明
治

後
期
な
の
で
、
時
代
は
か
な
り
離
れ
て
は
い
る
が
、
彼
が
見
た
、
湖
で
獲

れ
た
ば
か
り
の
魚
を
料

理
し
て
給
仕
し
て
く
れ

るt
e
a
-
h
o
u
s
e
s

と
は
、
の

ち
に
「
納
涼
席
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
建
物

―
少
な
く
と
も
そ
れ
に

類
似
す
る
建
物

―
だ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。 

彦
根
に
存
在
し
た
同

様
の
施
設
と
し
て
は
、
か

つ
て
松
原
湖
岸
に
あ
っ

た
湖
月
楼
の
「
納
涼
台
」

が
、
昔
の
彦
根
を
写
し
た

写
真
集
（
『
ふ
る
さ
と
の

想
い
出 
写
真
集 

明

上：彦根長曾根湖岸 魚市樓支店 納涼席

〔其ノ一〕、下： 同 〔其ノ二〕（野瀬正雄

氏所蔵） 

湖月樓納涼臺（近江彦根） 絵葉書 

(野瀬正雄氏所蔵) 
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治
大
正
昭
和 

彦
根
』
）
に
載
っ
て
い
る
し
、
細
馬
宏
通
氏
も
『
絵
は
が

き
の
な
か
の
彦
根
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
で
取
り
あ
げ
、

写
真
付
き
で
、「
湖
月
楼
が
創
業
し
た
の
は
・
・
・
明
治
二
二
年
」
、「
湖

水
魚
の
ハ
ス
が
よ
く
取
れ
る
夏
に
、
屋
根
付
き
の
納
涼
台
を
出
す
・
・
・

湖
を
直
に
眺
め
な
が
ら
ハ
ス
の
塩
焼
き
や
味
噌
を
つ
け
た
魚
田
、
そ
し

て
鰻
料
理
に
舌
鼓
を
打
つ
」
と
説
明
し
て
い
て
、
彦
根
市
民
に
も
そ
れ

な
り
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
、

す
で
に
明
治
の
後
期
か
ら
長
曽
根
湖
岸
に
も
あ
り
、
そ
れ
も
複
数
軒
建

て
ら
れ
て
い
た
（
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
はt

e
a
-
h
o
u
s
e
s

と
ち
ゃ
ん
と
複
数
形

で
書
い
て
い
た
！
）
こ
と
は
、
も
し
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
記
述
し
て
い
な

か
っ
た
ら
、
そ
し
て
野
瀬
氏
が
こ
の
稀
少
な
絵
葉
書
（
管
見
の
限
り
、
写

真
集
等
で
も
ネ
ッ
ト
で
も
、
こ
れ
ま
で
見
か
け
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
）

を
保
管
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
野
瀬

氏
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
長
曽

根
湖
岸
に
夏
季
、
納
涼
席
が

設
け
ら
れ
て
い
た
の
は
日

中
戦
争
か
太
平
洋
戦
争
の

前
ま
で
だ
っ
た
そ
う
で
あ

る
（
す
る
と
、
三
枚
の
絵
葉

書
写
真
の
撮
影
時
期
は
、
昭

和
五
年
か
ら
上
述
の
戦
争

前
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な

る
）
。 

〔
其
ノ
三
〕
の
絵
葉
書
に

は
、
長
曽
根
湖
岸
の
納
涼
席

の
内
部
が
写
っ
て
い
る
。
女

性
連
れ
の
男
性
が
座
っ
て

ビ
ー
ル
ら
し
き
も
の
を
飲

み
、
男
女
三
人
と
も
琵
琶
湖

の
ほ
う
に
視
線
を
向
け
て

い
る
。
長
い
橋
杭
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
高
床
の
納
涼
席
か
ら
は
、

湖
の
景
色
や
網
船
に
よ
る
漁
の
様
子
が
よ
く
眺
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
建
物
の
半
分
ほ
ど
が
湖
水
の
上
に
張
り
出
し
て
い
て
、
窓
が
一

つ
も
な
い
小
屋
の
中
は
、
湖
か
ら
の
涼
し
い
風
が
吹
き
抜
け
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
獲
れ
た
て
の
新
鮮
な
魚
を
料
理
し
て
も
ら
い
、

そ
こ
で
飲
食
を
楽
し
め
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
に
興
趣
あ
る

娯
楽
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彦
根
で
長
く
暮
ら
し
て
き
た
筆
者

と
し
て
は
、
一
度
だ
け
で
も
こ
の
娯
楽
を
体
験
し
て
み
た
か
っ
た
と
強

く
思
う
の
で
あ
る
。 
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彦根長曾根湖岸 魚市樓支店 納涼席〔其ノ三〕 

（野瀬正雄氏所蔵） 

二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
史
料
館
の
動
き 

◇
展
示 

令
和
二
年
度
春
季
展
示 

「
彦
根
か
ら
遥
か
な
る
琉
球
を
想
う
」 

※
映
像
の
み
公
開 

◇
整
理 

真
崎
文
庫
浮
世
絵
史
料 
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〇
点 

発
行 

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
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