
　

当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
平
賀
家
文
書
の
中
に
四
〇
〇
点
余
の

移
民
関
係
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
四
年
（
���� ）

か
ら
明
治
三
十
六
年
（
�
�
�
�
）
ま
で
の
も
の
で
、
ガ
ー
ド
ル
ー

プ
（
西
イ
ン
ド
諸
島
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
ニ

ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
へ
の
移
民
送
出
に
関
わ
る
資
料
で
あ
る
。
そ
の

大
部
分
は
、
賀
茂
郡 
郷  
田 
村
の
土
肥
積
が
日
本 
吉  
佐 
移
民
会
社

ご
う 
だ 

よ
し 
さ

（
の
ち
東
洋
移
民
合
資
会
社
）
の
広
島
県
代
理
人
を
勤
め
て
い
た

関
係
で
作
成
・
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
務
書
類
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
土
肥
の
死
亡
後
、
彼
に
代
わ
っ
て
広
島
県
代
理
人
を

勤
め
た
平
賀
迅
夫
に
引
き
継
が
れ
、
平
賀
家
に
保
存
さ
れ
た
。
そ

の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。

　
「
第
一
回
巴
西
国
移
民
募
集
ニ
付
運
動
日
誌
」
と
あ
る
の
は
、

移
民
を
募
集
す
る
た
め
に
役
場
や
各
地
の
有
力
者
に
周
旋
方
を
依

頼
し
て
回
っ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
。
巴
西
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
こ
と

で
、
こ
の
と
き
（
明
治
三
十
年
）
の
移
民
は
現
地
の
都
合
に
よ
り

渡
航
直
前
に
な
っ
て
中
止
さ
れ
た
。
第
一
回
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
は
こ

れ
よ
り
十
一
年
後
に
実
現
す
る
。

　
「
第
二
回
フ
イ
ヂ
島
移
民
希
望
者
実
地
検
表
」
と
あ
る
の
は
、

移
民
希
望
者
に
つ
い
て
調
査
を
し
た
も
の
。
厳
し
い
労
働
に
耐
え

ら
れ
る
か
ど
う
か
が
適
否
審
査
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
。

　

下
の
手
紙
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
移
民
か
ら
の
も
の
で
、
新
年

の
あ
い
さ
つ
と
と
も
に
耕
区
の
近
況
を
土
肥
に
報
告
し
て
い
る
。

　
「
玖
英
斯
蘭
第
一
二
三
四
回
移
民
二
十
九
年
十
月
ヨ
リ
十
二
月

マ
テ
送
金　

父
兄
送
金
支
払
日
誌
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
移

民
か
ら
の
送
金
は
、
広
島
市
、
可
部
町
、
廿
日
市
町
、
西
條
町
、

郷
田
村
の
五
か
所
で
留
守
関
係
者
に
支
払
わ
れ
た
。「
玖
英
斯
蘭
」

は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ク
イ
ン
ス
ラ
ン
ド
（
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン

ド
）
の
こ
と
。　 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 
（
安
藤
福
平
）
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わ
が
国
で
は
十
三
世
紀
の
中
頃
に
な
る
と
中

国
か
ら
渡
来
し
た
銭
貨
が
全
国
的
に
流
通
す
る

よ
う
に
な
り
、
布
・
絹
・
米
に
代
わ
っ
て
支
払

手
段
の
主
役
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
備
後
国
御
調
郡
歌
島
あ

た
り
で
も
十
四
世
紀
の
初
め
ご
ろ
、
そ
の
銭
貨

を
利
用
し
た
取
引
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
「
割
符
」（
為
替
）
が
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
厳
島
神
社
蔵
「
反

故
裏
経
」
紙
背
文
書
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
中
国
渡
来
銭
が
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
多
少
と
っ
ぴ
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
多
博
之
氏
が
天
正
十
六
年

（
一
五
八
七
）の
惣
国
検
地
以
降
、
毛
利
氏
領
国
で

基
準
貨
幣
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
「
鍛
」

（
ち
ゃ
ん
）
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
（「
毛

利
氏
領
国
に
お
け
る
基
準
銭
と
流
通
」
内
海
文

化
研
究
紀
要　

号　

一
九
九
一
年
）。
こ
の
言
葉

２０

は
広
島
県
立
文
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
、
渋
谷

家
文
書
の
な
か
に
も
何
点
か
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（「
渋
谷
家
文
書
」
一
二
号
・
一
八

号
他
、
�
�
�
�
�
�
�
）。

　

ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
慶
長
八
年
か
ら

十
二
年（
一
六
〇
四
〜
八
）に
か
け
て
『
日
本
文
典
』

全
三
巻
を
著
し
、
そ
の
な
か
で
銅
銭
は
一
般
に

「
ぜ
に
」・「
せ
ん
」・「
ち
ょ
う
も
く
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
特
殊
な
名
目
と
し
て
「
び

た
」・「
こ
ろ
」・「
ち
ゃ
ん
」
な
ど
が
あ
る
と
述

べ
て
い
ま
す（
土
井
忠
生
訳
注『
日
本
大
文
典
』）。

少
な
く
と
も
、
宣
教
師
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ

ス
が
知
る
か
ぎ
り
、
毛
利
氏
領
国
で
基
準
貨
幣

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
「
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
呼
称

は
銅
銭
の
特
殊
な
名
目
で
し
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
言

葉
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
、
井
原
西
鶴
の

『
日
本
永
代
蔵
』
巻
五
を
始
め
と
し
て
何
度
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
言
葉
の
類
語
と
し
て
、「
ち
ゃ
ん

こ
ろ
な
し
」・「
ち
ゃ
ん
な

い
」・「
ち
ゃ
ん
ぶ
ら
り
」
と

い
う
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
（『
日
本

国
語
大
辞
典
』）。
こ
れ
ら

「
ち
ゃ
ん
」
や
「
ち
ゃ
ん
」

に
類
す
る
言
葉
は
い
ず
れ
の

場
合
も
、
銭
が
な
く
て
非
常

に
困
っ
た
と
い
う
意
味
合
い

で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
に
お
い
て
庶
民
の
あ
い

だ
で
は
、「
ち
ゃ
ん
」
は
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

次
に
、
こ
の
「
ち
ゃ
ん
」

と
い
う
言
葉
の
語
源
で
す
が
、

「
銭
」
の
唐
宋
音
で
あ
る

「
ち
ぇ
ん
」
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
が

「
ち
ぇ
ん
」
と
い
う
中
国
語

に
由
来
す
る
も
の
な
ら
ば
、

こ
の
言
葉
は
毛
利
氏
領
国
で
確
認
さ
れ
る
天
正

五
年
（
一
五
七
六
）
よ
り
も
は
る
か
以
前
か
ら
使

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
、
十
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
中
国
か
ら
多
量

の
銭
貨
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

す
が
、
こ
の
頃
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
中
国

渡
来
銭
を
母
国
の
発
音
に
倣
っ
て
「
ち
ゃ
ん
」

と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、「
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
渡
来

銭
が
全
国
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ

��１��������	
���������１２��９１０３�９�����４��

��２��������	
��������１８��９１０３�９�����１０��

中
国
渡
来
銭

中
国
渡
来
銭
の一
般
的
般
的
な
呼
称
呼
称
に
つ
い
て 

中
国
渡
来
銭
の一
般
的
な
呼
称
に
つ
い
て 

鈴
峯
女
子
短
期
大
学
教
授
　
松
井
輝
昭

鈴
峯
女
子
短
期
大
学
教
授
　
松
井
輝
昭 

鈴
峯
女
子
短
期
大
学
教
授
　
松
井
輝
昭 

�
�
�
�
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の
利
用
価
値
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
庶
民
の
あ

い
だ
で
も
中
国
渡
来
銭
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

大
切
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
ち
ゃ

ん
」
や
「
ち
ゃ
ん
」
に
類
す
る
言
葉
の
用
例
は
、

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
平
安
時
代

後
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
調
査

は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
た
だ
、
厳
島
神
社
が
所
蔵
し
て
い
る
「
反

故
裏
経
」
紙
背
文
書
の
な
か
に
、「
ち
や
ん
□

と
り
て
」
と
い
う
文
言
の
見
え
る
文
書
が
一
通

あ
り
ま
す
（
�
�
�
）。「
反
故
裏
経
」
の
紙

背
に
あ
る
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が
、
十
三
世
紀
末

か
ら
十
四
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
も
の
で
す

（『
向
島
町
史
』
通
史
編
）。
ま
た
、
こ
の
「
ち

ゃ
ん
」
と
い
う
平
仮
名
表
記
が
「
銭
」（
ぜ
に
）

を
意
味
す
る
こ
と
は
、
前
後
に
書
か
れ
て
い
る

文
面
か
ら
も
間
違
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
備
後
国

御
調
郡
歌
島
あ
た
り
で

は
遅
く
と
も
十
四
世
紀

の
初
め
ご
ろ
に
は
、
中

国
か
ら
渡
来
し
た
銭
貨

に
よ
る
取
引
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

渡
来
銭
の
こ
と
を
「
ち

ゃ
ん
」
と
総
称
し
て
い

た
と
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
私
の
こ
の

推
測
が
的
を
射
た
も
の

な
ら
ば
、
備
後
国
を
始

め
と
し
て
西
国
の
国
々

で
は
「
銭
」（
ぜ
に
）
を

意
味
す
る
「
ち
ゃ
ん
」

と
い
う
言
葉
が
、
戦
国

時
代
の
末
期
ま
で
長
く

使
わ
れ
続
け
て
い
た
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
多
博
之
氏
は
惣
国
検
地
以
降

の
毛
利
氏
領
国
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
鍛
」（
ち

ゃ
ん
）
と
呼
ば
れ
る
銭
貨
が
基
準
貨
幣
に
な
っ

た
の
か
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
、
特
定
の
貨
幣
が
こ
の
時
期
に
日
本

に
大
量
に
輸
入
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、

数
種
類
の
貨
幣
を
ま
と
め
て
「
鍛
」（
ち
ゃ
ん
）

と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
を
述
べ
て

お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
正
十
四
年（
一
五
八
五
）

の
史
料
に
「
当
料
チ
ャ
ン
」
と
い
う
表
現
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
も
と
も
と
流
通
銭
で
あ

っ
た
も
の
を
毛
利
氏
が
基
準
銭
と
し
て
採
用
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
ま
す
（
前
出

「
毛
利
氏
領
国
に
お
け
る
基
準
銭
と
流
通
」）。

つ
ま
り
、
本
多
氏
の
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え

て
考
え
る
な
ら
ば
、
天
正
年
間
初
頭
の
毛
利
氏

領
国
に
お
い
て
は
、「
鍛
」（
ち
ゃ
ん
）
と
い
う

言
葉
で
総
称
さ
れ
る
数
種
類
の
貨
幣
が
流
通
し

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド

リ
ゲ
ス
は
銅
銭
の
特
殊
な
名
目
と
し
て
、「
ち

ゃ
ん
」
と
い
う
呼
称
が
あ
っ
た
こ
と
を
書
き
残

し
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、
毛
利
氏
領
国
に
お
い

・
・
・

て
は
・
・
流
通
し
て
い
た
銅
銭
の
多
く
を
、「
鍛
」

（
ち
ゃ
ん
）
と
い
う
名
前
で
総
称
し
て
い
た
の

で
す
。
た
だ
「
鍛
」（
ち
ゃ
ん
）
と
総
称
さ
れ

た
貨
幣
の
な
か
に
、「
南
京
銭
」（
中
国
か
ら
渡

来
し
た
銭
の
う
ち
私
鋳
さ
れ
た
粗
悪
な
も
の
）

が
含
ま
れ
て
い
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
本
多
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
毛
利
氏

は
撰
銭
に
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
領
国
で
は
流
通
し
て
い

た
銅
銭
の
多
く
を
「
鍛
」（
ち
ゃ
ん
）
と
総
称

し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
毛
利
氏
領
国
に
含
ま
れ
た
備

中
・
備
後
・
安
芸
・
周
防
な
ど
で
、
流
通
し
て

い
る
銅
銭
を
「
ち
ゃ
ん
」
と
総
称
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
の
後
期
に
ま
で
も
遡

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

し
か
し
、
毛
利
氏
領
国
に
お
い
て
な
ぜ

「
鍛
」
と
い
う
漢
字
を
も
っ
て
、「
ち
ゃ
ん
」
と

読
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
よ
く
分
り
ま

せ
ん
。「
鍛
」
と
い
う
文
字
を
中
国
語
で
発
音

す
る
な
ら
ば
、「
ド
ア
ン
」
も
し
く
は
「
ト
ア

ン
」
に
し
か
な
ら
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
ゆ
え

に
、「
鍛
」
と
い
う
文
字
は
銭
を
意
味
す
る

「
ち
ゃ
ん
」
の
当
て
字
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
で
は
、「
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
言
葉
の

当
て
字
と
し
て
、
な
ぜ
「
鍛
」
と
い
う
文
字
が

用
い
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
可
能
性
と
し
て

次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
昔
か
ら

銭
貨
の
こ
と
を
「
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
言
葉
で
総

称
し
て
き
た
た
め
、
戦
国
時
代
の
後
期
に
は
す

で
に
そ
れ
が
中
国
語
の
「
銭
」（
ち
ぇ
ん
）
に

由
来
す
る
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
、
中
国
語
読
み
を
す
る
と
発
音
が
多
少

似
て
い
る
「
鍛
」
と
い
う
文
字
を
も
っ
て
、

「
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
言
葉
の
当
て
字
と
し
て
使

う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
鍛
」

が
「
ち
ゃ
ん
」
の
当
て
字
に
な
っ
た
理
由
に
つ

い
て
は
、
こ
の
他
に
も
ま
だ
い
ろ
い
ろ
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
国
語
学
な
ど
関

わ
り
の
あ
る
分
野
の
専
門
家
の
御
意
見
を
拝
聴

し
た
い
も
の
で
す
。
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富
山
県
公
文
書
館
は
、
富
山
市
郊
外
の
閑
静

な
地
に
立
地
し
て
い
る
。
県
立
図
書
館
に
隣
接

し
、
同
じ
エ
リ
ア
内
に
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

も
あ
り
、
文
化
施
設
と
し
て
の
環
境
に
恵
ま
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
公
文
書
館
と
し
て
は
、
親

機
関
で
あ
る
県
庁
か
ら
離
れ
て
い
る
の
が
や
や

難
点
で
は
あ
る
。

　

開
館
し
た
の
は
、
昭
和
六
十
二（
一
九
八
七
）年

四
月
。
一
八
か
月
先
輩
だ
が
、
当
館
と
ほ
ぼ
同

期
の
仲
間
で
あ
る
。
開
館
に
至
る
経
緯
も
似
て

い
る
。
県
内
の
歴
史
関
係
者
の
団
体
か
ら
の
設

置
要
望
も
あ
り
、
富
山
県
史
編
纂
事
業
の
終
了

と
と
も
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。

　

文
書
館
職
員
と
し
て
、
他
館
を
見
学
し
て
気

に
な
る
の
は
、
や
は
り
書
庫
と
収
蔵
資
料
で
あ

る
。
富
山
県
公
文
書
館
の
書
庫
は
、
一
階
か
ら

三
階
ま
で
あ
り
、
各
七
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル
、

合
計
二
一
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
当
館

の
書
庫
総
面
積
は
一
〇
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
の
で
、
二
倍
強
に
あ
た
る
。
当
館
の
書
庫

は
満
杯
に
近
い
が
、
こ
ち
ら
は
今
で
も
十
分
余

裕
が
あ
る
。
し
か
も
、
将
来
の
増
設
に
備
え
、

敷
地
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。
文
書
館
の
建
設
は

か
く
あ
る
べ
し
、
と
い
う
設
計
思
想
で
あ
る
。

所
蔵
資
料
は
、
公
文
書
、
行
政
資
料
、
歴
史
資

料
、
各
都
道
府
県
史
・
県
内
市
町
村
史
、
受
贈

刊
行
物
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

　

保
存
管
理
し
て
い
る
公
文
書
は
、
現
用
保
存

公
文
書
と
非
現
用
保
存
公
文
書
に
分
か
れ
る
。

後
者
は
歴
史
的
価
値
が
あ
る
と
し
て
本
庁
や
地

方
機
関
か
ら
移
管
を
受
け
た
公
文
書
で
、
そ
の

主
な
も
の
は
地
方
自
治
法
以
前
に
完
結
し
た
公

文
書
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
戦
前
公
文
書
で
、
一

九
〇
五
冊
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
保
存
期
限
が

満
了
し
て
選
別
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
文

書
も
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
。

　

現
用
保
存
公
文
書
は
、
一
万
二
七
七
八
箱
に

達
し
て
い
る
。
富
山
県
で
は
永
久
保
存
及
び
一

〇
年
保
存
の
公
文
書
は
、
完
結
後
五
年
経
過
す

る
と
公
文
書
館
で
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
公
文
書
館
は
県
庁
書
庫
の
機
能
の
一
部
を

代
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
種
の
中
間
書
庫

機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

歴
史
資
料
の
中
心
は
、
富
山
県
史
編
さ
ん
班

か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
で
、
一
六
万
点
に
の
ぼ

る
膨
大
な
複
製
資
料
（
一
部
、
現
物
資
料
を
含

む
）
で
あ
る
。
形
態
は
、
複
写
文
書
を
中
心
に
、

フ
ィ
ル
ム
、
紙
焼
製
本
、
解
読
筆
写
資
料
、
印

刷
物
な
ど
で
、
民
俗
・
中
世
・
近
世
（
加
賀

藩
）・
近
世
（
富
山
藩
）・
近
代
・
戦
前
公
文
書

に
大
区
分
し
、
文
書
群
ご
と
に
管
理
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
開
館
後
現
在
ま
で
に
、
原
文
書
が

五
〇
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
、
一
五
家
か
ら
寄
託
さ

れ
て
い
る
。
以
上
の
歴
史
資
料
に
つ
い
て
は
、

開
館
以
来
着
々
と
整
理
さ
れ
、
現
在
ま
で
に
一

八
冊
の
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

歴
史
展
示
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
も
、
富
山

県
史
編
纂
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
の
館

の
特
徴
で
あ
る
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
利
家
と

成
政
」
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
脚
光
を
浴

び
て
い
る
前
田
利
家
と
対
比
す
る
形
で
越
中
の

佐
々
成
政
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　

な
お
、
当
県
で
は
一
昨
年
、
広
文
協
が
発
足

し
た
が
、
富
山
県
で
も
公
文
書
館
を
中
心
に
、

市
町
村
史
編
纂
室
や
古
文
書
な
ど
を
有
す
る
図

書
館
・
博
物
館
・
郷
土
資
料
館
等
の
関
係
者
の

連
携
が
行
わ
れ
て
い
る
。
情
報
交
換
の
場
と
し

て
、
歴
史
的
史
料
保
存
利
用
懇
談
会
が
毎
年
開

催
さ
れ
て
き
て
お
り
、
平
成
十
一
年
度
よ
り
歴

史
的
史
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
会
と
名
称
を
変

え
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
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「
博
物
館
の
展
示
で
目
に
す
る
古
文
書
を
読

め
る
よ
う
に
な
り
た
い
」、「
自
宅
に
残
っ
て
い

る
古
い
手
紙
を
読
み
た
い
」、「
地
域
の
歴
史
を

研
究
す
る
た
め
に
古
文
書
を
勉
強
し
た
い
」
と

い
う
要
望
が
当
館
に
寄
せ
ら
れ
ま
す
。「
ミ
ミ

ズ
が 
這 
っ
た
よ
う
な
」
と
し
ば
し
ば
形
容
さ
れ

は

る
文
字
（
崩
し
字
）
解
読
の
手
助
け
の
た
め
に
、

当
館
で
は
毎
年
、「
古
文
書
解
読
入
門
講
座
」

と
「
続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
」
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
解
読
講
座
は
、
展
示
や
、
文
書
館
講
演

会
、
市
町
村
職
員
を
対
象
と
す
る
「
行
政
文

書
・
古
文
書
保
存
管
理
講
習
会
」
と
と
も
に
、

文
書
館
の
普
及
啓
発
業
務
の
一
つ
で
、
県
民
の

生
涯
学
習
の
場
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
学
習

を
通
じ
て
古
文
書
保
存
へ
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
く
契
機
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
講
師
は
い
ず

【
他
館
の
紹
介
】 

富
山
県
公
文
書
館

富
山
県
公
文
書
館 

富
山
県
公
文
書
館 

文
書
館

文
書
館
の
仕
事
⑤

仕
事
⑤ 

古
文
書
解
読
講
座
と
同
好
会
の
活
動

古
文
書
解
読
講
座
と
同
好
会
の
活
動 

こ

も
ん
じ
ょ

も
ん
じ
ょ 

文
書
館
の
仕
事
⑤ 

古
文
書
解
読
講
座
と
同
好
会
の
活
動 

こ

も
ん
じ
ょ 
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れ
も
当
館
研
究
員
で
す
。
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入
門
講
座
は
、
初
心
者
を
対
象
に
毎
年
五
月

に
募
集
し
、
六
月
か
ら
十
月
ま
で
の
第
二
・
四

土
曜
日
、
全
一
〇
回
開
催
し
て
い
ま
す
。
時
間

は
十
三
時
半
か
ら
十
五
時
半
ま
で
の
二
時
間
で

す
（
定
員
五
〇
名
）。
変
体
仮
名
や
崩
し
字
漢

字
の
読
み
方
、
解
説
だ
け
で
な
く
、
く
ず
し
字

辞
典
の
引
き
方
、
文
語
体
（
候
文
）
表
現
の
特

徴
な
ど
、
古
文
書
を
読
む
に
当
た
っ
て
基
礎
的

な
知
識
を
じ
っ
く
り
と
身
に
つ
け
て
い
た
だ
く

た
め
の
講
座
で
す
。
テ
キ
ス
ト
は
、
一
回
当
た

り
三
通
程
度
で
、「
青
蓮
院
流
」
の
崩
し
字
に

な
れ
て
い
た
だ
く
た
め
、
す
べ
て
江
戸
時
代
の

代
表
的
な
一
紙
文
書
を
選
ん
で
い
ま
す
。

　

学
習
の
進
め
方
は
、
必
ず
次
回
の
予
習
と
、

復
習
を
す
る
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
講
座

で
は
そ
の
回
に
読
ん
だ
テ
キ
ス
ト
の
解
読
文

（
解
答
）
を
お
渡
し
し
て
解
説
し
ま
す
が
、
目

を
通
し
て
終
わ
り
に
す
る
の
で
は
力
が
つ
き
ま

せ
ん
。
崩
し
字
の
解
読
は
「
慣
れ
」
で
す
か
ら
、

で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
自
分
で
確
認
し
て
自

己
添
削
し
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
で
繰
り
返
し
ト
ラ

イ
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

講
座
で
は
テ
キ
ス
ト
に
書
き
込
み
を
入
れ
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
入
門
講
座
で
は
、
一
回
を
「
文
書
館

の
業
務
紹
介
と
施
設
案
内
」
に
あ
て
て
い
ま
す
。

と
も
す
る
と
受
講
者
は
文
書
館
を
「
古
文
書
資

料
館
」
と
誤
解
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。
県
庁
行

政
文
書
の
歴
史
的
・
文
化
的
価
値
を
説
明
し
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
果
た
し
て
い
る
意
義
に
つ
い

て
理
解
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

館
内
見
学
で
は
、
古
文
書
管
理
の
適
正
な
環
境

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
ま
た
、
破
損
し
た
古

文
書
を
実
際
に
見
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
そ
の

原
因
を
考
え
、
古
文
書
取
扱
い
の
基
礎
も
知
っ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
古
文
書
解
読
力
が
身

に
つ
い
て
く
る
と
、
地
域
や
自
宅
に
あ
る
生
の

古
文
書
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
た
い
と
い
う
欲

求
に
か
ら
れ
ま
す
。
古
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い

て
の
知
識
が
足
ら
な
い
と
、
か
え
っ
て
古
文
書

を
痛
め
る
結
果
を
招
い
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
入
門
講
座
は
、
受
講
者
か
ら
概

ね
好
評
を
得
て
い
ま
す
。
今
年
度
最
終
回
に
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
難
し
い
け
れ
ど

も
徐
々
に
興
味
も
増
し
、
理
解
も
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
」、「
わ
か
ら
な
い
字
を
調
べ
る
の
は

楽
し
か
っ
た
」、「
文
書
館
の
役
割
や
意
義
を
学

べ
た
」、「
古
文
書
の
内
容
が
自
分
の
住
ん
で
い

る
地
域
の
以
前
の
姿
を
リ
ア
ル
に
あ
ら
わ
し
て

い
る
こ
と
に
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
た
」
な
ど
の

感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
要
望
と
し

て
は
、
実
施
時
期
や
期
間
、
講
義
の
時
間
配
分

な
ど
の
ほ
か
、
も
っ
と
県
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
て

ほ
し
い
と
い
う
御
意
見
ま
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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続
入
門
講
座
は
、
入
門
講
座
を
修
了
さ
れ
た

方
、
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
る
方
を
対
象
に
、
さ

ら
に
解
読
の
知
識
を
つ
け
、
受
講
後
は
あ
る
程

度
自
学
で
き
る
レ
ベ
ル
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て

古
文
書
取
扱
い
上
の
注
意
事
項
も
身
に
つ
け
て

い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

期
間
は
毎
年
七
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の
第
三

土
曜
日
で
、
全
一
二
回
、
十
時
半
か
ら
十
二
時

半
ま
で
の
二
時
間
で
す
。
昨
年
度
ま
で
は
第
三

木
曜
日
の
午
後
に
開
講
し
て
い
ま
し
た
が
、
受

講
者
か
ら
の
希
望
が
強
く
土
曜
日
の
開
講
と
な

り
ま
し
た
。
テ
キ
ス
ト
は
、
広
島
藩
が
出
し
た

触
書
類
を
町
村
で
控
え
た
御
用
留
や
日
記
な
ど
、

比
較
的
ま
と
ま
っ
た
文
書
か
ら
、
特
定
の
テ
ー

マ
に
即
し
て
選
択
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

学
習
は
入
門
講
座
と
同
様
必
ず
予
習
を
お
願

い
し
、
そ
れ
を
前
提
に
進
め
て
い
ま
す
。
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当
館
の
古
文
書
解
読
講
座
は
、
続
古
文
書
解

読
入
門
講
座
で
一
応
終
わ
り
ま
す
。
少
し
ず
つ

崩
し
字
に
も
慣
れ
、
興
味
も
わ
い
て
き
た
頃
で
、

さ
ら
に
学
習
を
進
め
、
生
涯
学
習
の
場
と
し
て

仲
間
と
の
交
流
を
も
深
め
た
い
と
希
望
す
る
修

了
生
が
集
ま
っ
て
古
文
書
解
読
同
好
会
が
発
足

し
ま
し
た
。
現
在
二
つ
の
同
好
会
が
そ
れ
ぞ
れ
、

文
書
館
研
修
室
を
利
用
し
て
自
主
的
な
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
五
、
六
名
が
班
を
作

り
、
各
班
が
順
番
に
輪
読
し
た
後
、
講
師
の
説

明
を
受
け
る
形
式
で
会
を
進
行
し
て
い
ま
す
。

会
員
は
い
ず
れ
も
意
欲
的
で
、
中
に
は
解
読
だ

け
に
飽
き
足
ら
ず
、
テ
キ
ス
ト
周
辺
の
歴
史
的

事
実
を
他
の
文
献
に
当
た
っ
た
り
、
現
地
を
訪

問
す
る
な
ど
し
て
丹
念
に
調
査
し
、
そ
の
結
果

を
報
告
さ
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

　

平
成
五
年
に
結
成
さ
れ
た
第
一
グ
ル
ー
プ
は
、

��������	
��

１　歴史パズルである。

　古文書は，単語もわからない横文字ではなく，れっき

とした日本語です。１つの文字をあれこれと辞書を片手

に，時間をかけて悩みぬき，急に文意が通じて読めるよ

うになったとき，パズルが解けたような快感を覚えます。

２　教科書やドラマだけが歴史ではない。

　教科書やドラマに出てくるヒーローだけが歴史上の人

物ではありません。どの地方にも私たちの先祖がいて，

古文書を残しています。これらを解読することによって，

その生活がいきいきと描き出されます。
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毎
月
第
二
火
曜
日
午
前
の
一
時
間
半
と
、
午
後

の
二
時
間
を
活
動
に
当
て
て
い
ま
す
。
現
在
、

午
前
中
は
、
安
芸
国 
沼  
田 
郡 
伴 
村
（
現
広
島
市

ぬ
ま 
た 

と
も

 
安  
佐 
南
区
）
の
幕
末
〜
明
治
の
農
民
記
録
で
あ

あ 

さ

る
「
御
旧
記
」
の
解
読
を
進
め
て
い
ま
す
（
講

師
は
文
書
館
・
西
村
）。
午
後
は
、
昨
年
十
月

ま
で
は
文
政
二
年
「
賀
茂
郡
国
郡
志
下
調
べ
書

出
帳
」（
講
師
は
会
員
金
岡
照
氏
）
を
テ
キ
ス

ト
と
し
て
講
読
し
ま
し
た
。

　

平
成
七
年
に
結
成
さ
れ
た
第
二
グ
ル
ー
プ
は
、

毎
月
第
三
木
曜
日
の
午
後
二
時
間
を
活
動
に
当

て
て
い
ま
す
。
現
在
、
広
島
藩
家
老
東
城
浅
野

家
の
重
臣
で
、
家
司
役
な
ど
を
勤
め
た
村
上
彦

右
衛
門
に
よ
る
日
記
「
村
上
家
乗
」（
広
島
大

学
日
本
史
研
究
室
蔵
）
の
う
ち
、
慶
応
二
年
分

の
解
読
を
進
め
て
い
ま
す
。（
講
師
は
文
書

館
・
西
村
）
広
島
は
原
爆
の
被
害
に
よ
り
近
世

文
書
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

日
記
は
、
当
時
の
武
家
の
生
活
や
、
広
島
城
下

町
の
様
子
を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
す
。

　

な
お
、
古
文
書
解
読
講
座
や
同
好
会
は
、
広

島
市
内
だ
け
で
な
く
、
県
内
各
地
か
ら
参
加
さ

れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
、
地
元
の
公
民
館
な
ど

で
歴
史
講
座
や
古
文
書
解
読
グ
ル
ー
プ
を
結
成

し
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る

方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
文
書
館
の
講
座
や

同
好
会
で
、
古
文
書
の
解
読
だ
け
で
な
く
、
そ

の
取
扱
方
を
学
ぶ
機
会
を
今
後
増
や
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
も
古
文
書
の
保
存
に
向
け
て
活

動
さ
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 
（
西
村　

晃
）

　

　

当
館
で
活
動
す
る
古
文
書
解
読
同
好
会
第
一

グ
ル
ー
プ
で
解
読
を
進
め
て
い
る
「
御
旧
記
」

一
点
は
、
平
成
九
年
九
月
に
中
垣
公
一
氏
か
ら

寄
託
さ
れ
た
。
表
紙
に
は
「
御
旧
記　

文
化
三

歳
辰
正
月
吉
日
御
改
置　
 
伴 
村
」
と
ま
で
読
み

と
も

取
れ
る
が
、
破
損
の
た
め
作
者
の
名
前
は
不
明

で
あ
る
。
寄
託
者
は
同
村
の
出
身
で
、
先
代
か

ら
引
き
継
ぎ
、
他
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
中
垣
家
文
書
と
判

断
し
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
中
垣

家
で
は
こ
の
記
録
の
作
者
に
関
す
る
情
報
は
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

表
題
は
「
御
旧
記
」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容

は
文
化
十
四
年（
一
八
一
七
）か
ら
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）ま
で
、
約
六
十
年
間
に
わ
た
る
記
録

で
あ
る
。
天
候
と
、
米
・
麦
・
綿
・
酒
・
油
・

醤
油
・
柿
・
炭
な
ど
の
値
段
や
金
相
場
な
ど
物

価
変
動
に
関
す
る
記
述
が
中
心
で
は
あ
る
が
、

身
の
回
り
で
起
き
た
災
害
や
事
件
、
風
説
に
関

す
る
記
述
も
豊
富
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
家
や

個
人
に
関
す
る
私
的
な
記
述
は
ほ
と
ん
ど
皆
無

で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
と
文

体
で
あ
る
。
掲
げ
た
写
真
と
解
読
文
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
明
治
四
年
八
月
に
広
島

県
全
域
で
発
生
し
た
「
武
一
騒
動
」
の
記
事
で

十
二
日
、
あ
め
ふ
り
、
其
夜
大
そ
う
ど
う
成
、
沼
田
郡
村
々
の
こ
う
ら
ず
百
姓
不
残
う

い
き
を
う
を
こ
し

（ 
一 
揆 
起 
こ 
し 
）

、
大
別
庄
屋

（
割
ヵ
）

ち
よ
う
て
の
あ
つ
か
い
す
る
者
ち
よ
う
て
方
者
う
ち
め
ぎ
、

（ 

朝 

廷 

）

ひ
を

（
火
）

か
け
て
や
き
ほ
ろ
ば
し
、
新
庄
村
山
本
や
大
別
成
、
是
う
ち
め
き
や
き

（ 
焼 
き 
滅 
ぼ 
し 
）

す
て
、
家
・
だ
や
・
蔵
不
残
う
や
き
ほ
う
ろ
ば
し
、
大
町
村
今
田
屋
大
別
成
、
是

も
右
同
断
に
を
う
こ
な
い
や
き
、
毛
木
村
と
り
や
、
是
も
右
同
断
や
き
、
相
田
村
相
地
や

（ 
鳥 
屋 
）

大
別
め
き
く
だ
き
、
火
つ
う
け
ん
す
る
所
、
近
所
百
姓
の
ほ
う
よ
り
、
つ
み
な
き
者
ニ

が
や
け
百
姓
よ
こ
と
わ
り
な
ら
ば
ひ
こ
ら
ゑ
る
成
、
相
地
や
や
か
の

（
り
脱
ヵ
）

か
わ
り
に

か
わ
り

や
た
を
と
う
き
と
る
事
成
、
大
別
三
間

　
 
（
軒
）や

き
ほ
う
ろ
ば
す
成
、
広
島
森
長
て
い
の

（ 
朝 
廷 
）

宿
し
た
り
、
つ
う
か
い
か
す

く

（ 
遣 
い 
）

う
ち
め
き
、
其
外
在
中
右
同
断
の
物
、
北
下
安
村
小
物

（ 
数 
 々
）

屋

（
古
）

上
安
村
て
わ
大
町
屋
右
同
断
を
う
こ
な
う
成
、
十
三
日
、
天
気
成
、
毛
木
村
鳥
屋
や
い
た
わ

其
日
あ
さ
成
、
御
と
の
様
わ
ら
ん
じ
か
け
寺
町
御
出
張
有
、
わ
け
を
さ
と
し
被
成
、
其
ま
ゝ

は
り

引
か
へ
る
物
有
、

（ 
帰 
る 
）

き
か
ず
を
し
か
け
て
参
り
、

（
聞
か
ず
押
し
か
け
て
）

よ
ん
と
こ
な
く
を
う
さ
め
の
た
め

（ 

拠

無

く

治

め

の

た

め
 

手
ぼ
う
も
て

鉄 
炮 
以 
て 
）

か
ら
を
と
に
て
玉
い
れ
手
わ
か
ら
を
と
ゝ

（ 

空 

音 

）

き
ゝ
わ
け
て

（ 

空 

音 

と 

き
か
す

聞 

き 

分 

て 

、

聴 
か 
ず 
）

よ
ん
と
こ
ろ
な
く
玉
入

（ 

拠
 

無
 

く
 

）

て
わ
う
へ
む
け
て
は
な
せ
と
の
を
せ
な
り
、
は
し
り
や
が
き
て
け
が
人
も
成
、
山
が
た
郡
者

（ 

上
へ
向
け
て
放
せ
と
の
仰
せ
也 

）

共
さ
百
姓
を
だ
ま
被
成
か
と
其
ま
ゝ

（
し
脱
ヵ 
）

か
へ
り
、

（ 
帰 
り 
）

手
ぼ
う
み
な
も
ち
、
軍
ひ
た
く

（ 
鉄 
炮 
皆 
持 
ち 
）
（ 
戦 
支 
度 
）つ

れ
て
た
の
が

（
連
れ
出
た
）

十
五
あ
さ
、
村
々
大
そ
う
と
成
、

（  
騒 
動 
）

ひ
た
く
し
て
出
事
成
、
御
と
の
様

（ 
支 
度 
）

か
べ
江
迄
御
出
御
と
め
被
成
、

（
可
部
ヵ
）

是
�
百
姓
共
を
さ
ま
る
成
、
か
け
が
け
へ
い
か
れ
す
、
し
い
ば
く
わ
見
合
を
る
事
成

さ 

（　

暫　

く　

）

��������	


【
収
蔵
文
書
の
紹
介
】 

農
民
の
口
語
調
に
よ
る
記
録

農
民
の
口
語
調
に
よ
る
記
録 

農
民
の
口
語
調
に
よ
る
記
録 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
��
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あ
る
。
ひ
ら
が
な
が
多
用
さ
れ
、
漢
字
も
御
家

流
で
は
な
い
独
特
の
崩
し
で
、
誤
字
や
当
て
字
、

「
だ
や
」（
納
屋
）、「
め
ぐ
」（
こ
わ
す
）
と
い

う
広
島
の
方
言
も
見
え
る
。
候
文
で
は
な
く
、

当
時
の
口
語
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
、
意
味
の
通
ら
な
い
文
章
も

少
な
く
な
い
。
こ
の
た
め
解
読
す
る
に
も
一
苦

労
で
、
読
み
や
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
同
好

会
の
会
員
か
ら
出
さ
れ
る
意
見
を
頼
り
に
解
読

を
進
め
て
い
る
。

　

こ
の
文
字
や
文
章
か
ら
、
作
者
は
読
み
書
き

が
普
及
し
た
当
時
に
お
い
て
、
十
分
に
教
育
を

受
け
た
人
物
と
は
考
え
に
く
く
、
村
の
中
層
農

民
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
仮
定
が
も
し
可
能
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
、
農
民
の
記
録
で
は
庄
屋

ク
ラ
ス
の
豪
農
の
も
の
し
か
紹
介
さ
れ
た
こ
と

は
な
く ＊
、
中
層
ク
ラ
ス
農
民
の
関
心
事
や
言

語
な
ど
の
研
究
に
多
く
の
素
材
を
提
供
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
隣
村
大
塚
村
で
幕
末
期
に
庄
屋
を
勤
め
た
小

谷
雄
右
衛
門
の
日
記
『
白
池
庵
木
居
・
延
命

録
』（
宮
尾
敬
三
編
、
昭
和　

年
渓
水
社
刊
）

６１

が
あ
る
。　
 
�
�
�
� 
　
　
（
西
村　

晃
）

�
�
�
�
そ
の
後
、
所
蔵
者
で
あ
る
中
垣
公
一

氏
か
ら
の
連
絡
に
よ
り
、
作
者
は
公
一
氏
の
四

代
前
に
当
た
る
中
垣
内
新
作
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
新
作
は
、
こ
の
「
御
旧
記
」
に
同
村

長
百
姓
と
し
て
現
わ
れ
、
明
治
十
年
に
死
去
し

た
。
十
三
年
と
十
四
年
の
記
述
は
そ
の
子
新
左

衛
門
の
筆
跡
で
あ
ろ
う
。

　

広
島
市
道
路
管
理
課
の
前
川
洸
治
さ
ん
、
栗

坪
守
城
さ
ん
は
、
今
年
の
四
月
三
〇
日
、
耕
地

整
理
組
合
に
関
す
る
情
報
を
求
め
て
文
書
館
へ

来
ら
れ
た
。
耕
地
整
理
組
合
に
関
す
る
文
書
は

耕
地
整
理
法（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
〇
号
）

が
廃
止
さ
れ
る
昭
和
二
十
四
年
前
後
ま
で
の
行

政
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
内
容
は

「
耕
地
整
理
組
合
一
件
」四
冊
と「
耕
地
整
理
組

合
台
帳
」
一
冊
、
及
び
長
期
保
存
文
書
の
戦
前

期
「
耕
地
整
理
組
合
台
帳
」（
全
て
耕
地
課
）
一

二
冊（
写
真
参
照
）で
あ
る
。
閲
覧
目
的
は
「
市

道
管
理
に
伴
う
道
路
財
産
の
調
査
」。
耕
地
課

の
業
務
を
引
き
継
ぐ
土
地
改
良
室
へ
の
照
会
等

を
経
て
閲
覧
が
は
じ
ま
り
七
月
ま
で
行
わ
れ
た
。

　
「
実
は
市
内
の
道
路
で
現
況
と
公
図
が
異
な

っ
て
い
る
道
路
が
一
定
の
区
域
に
集
中
し
て
い

る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
道
路
が
生
ま
れ
た
の
か
、

そ
の
経
緯
を
知
り
た
か
っ
た
。
法
務
局
に
出
向

き
旧
土
地
台
帳
を
見
た
が
、
図
面
は
現
況
を
反

映
し
て
お
ら
ず
か
な
り
古
い
も
の
だ
と
わ
か
っ

た
。
こ
れ
で
は
未
登
記
と
な
っ
た
原
因
が
わ
か

ら
な
い
。
そ
の
う
ち
旧
土
地
台
帳
の
沿
革
欄
に

耕
地
整
理
着
手
の
文
言
が
現
れ
て
く
る
の
に
気

が
つ
い
た
。
耕
地
整
理
工
事
が
現
況
を
変
え
た

可
能
性
が
あ
る
。
耕
地
整
理
を
調
べ
た
い
と
考

え
た
。」

　
「
県
立
図
書
館
で
県
報
を
調
べ
耕
地
整
理
組

合
の
告
示
内
容
を
全
て
拾
い
上
げ
た
。
し
か
し

結
成
日
時
し
か
記
載
が
な
い
。
残
り
の
情
報
に

つ
い
て
は
文
書
館
を
紹
介
さ
れ
た
。」

　
「
文
書
館
で
閲
覧
し
た
耕
地
整
理
組
合
関
係

資
料
か
ら
、
各
組
合
の
事
業
内
容
を
調
べ
た
。

し
か
し
、
耕
地
整
理
の
確
定
図
が
提
出
さ
れ
て

い
る
組
合
は
わ
ず
か
だ
っ
た
。
こ
の
整
理
確
定

図
が
あ
れ
ば
、
現
況
の
道
路
と
比
較
し
て
耕
地

整
理
の
結
果
作
ら
れ
た
道
路
と
し
て
そ
の
位
置

を
確
定
で
き
、
市
道
と
し
て
登
記
を
行
う
根
拠

を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。」

　
「
市
内
全
域
の
耕
地
整
理
組
合
を
調
べ
て
み

る
と
、
大
正
十
五
年
に
広
島
市
が
集
中
豪
雨
で

大
き
な
災
害
を
蒙
っ
た
結
果
、
水
害
復
旧
耕
地

整
理
事
業
を
行
っ
た
組
合
が
非
常
に
多
い
こ
と

を
知
っ
た
。
そ
れ
ら
の
事
業
の
多
く
は
昭
和
二

年
か
ら
五
年
に
集
中
し
て
い
る
。
組
合
は
永
年

保
存
文
書
で
あ
る
整
理
確
定
図
を
提
出
し
て
い

る
は
ず
だ
が
、
法
務
局
に
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

文
書
館
で
も
探
し
た
が
数
例
し
か
な
く
一
部
の

確
認
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
に
、
市
内

全
域
の
耕
地
整
理
組
合
（
総
数
五
〇
四
組
合
）

全
て
の
事
業
内
容
（
完
了
日
時
、
施
工
面
積
、

道
路
面
積
、
国
有
地
面
積
等
）
を
戦
前
期
の
耕

地
整
理
組
合
台
帳
か
ら
把
握
で
き
た
。
そ
れ
は

広
島
市
域
で
水
害
復
旧
工
事
に
よ
り
里
道
や
水

路
が
拡
幅
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
付
け
る
有
力
な

行
政
情
報
だ
っ
た
。
現
況
と
公
図
が
異
な
る
道

路
が
な
ぜ
う
ま
れ
た
の
か
、
市
民
に
説
明
で
き

る
的
確
な
資
料
が
得
ら
れ
、
調
査
は
大
変
有
意

義
だ
っ
た
。」

　

二
人
は
今
後
こ
れ
ら
道
路
の
財
産
整
理
を
完

了
さ
せ
た
い
と
意
気
込
ん
で
お
ら
れ
た
。
核
心

の
資
料
は
な
か
っ
た
が
、
傍
証
と
な
る
資
料
が

残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
耕
地
課
の
長
期
保
存
文
書
「
耕
地
整

理
組
合
台
帳
」
一
二
冊
は
、
原
爆
投
下
時
点
、

耕
地
課
の
疎
開
先
だ
っ
た
安
芸
高
等
女
学
校

（
旧
広
島
市
打
越
町
、
現
在
太
田
川
放
水
路
上
）

教
室
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
後
倒
壊
し
た
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耕
地
整
理
組
合
を

耕
地
整
理
組
合
を
調
べ
て 

【
閲
覧
室

閲
覧
室
か
ら
】 

耕
地
整
理
組
合
を
調
べ
て 

【
閲
覧
室
か
ら
】 
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教
室
の
中
か
ら
、
県
庁
職
員
の
手
で
掘
り
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
耕
地
整
理
組
合

一
件
」
な
ど
の
行
政
文
書
は
、
広
島
県
に
お
け

る
廃
棄
予
定
文
書
の
初
期
の
選
別
（
昭
和
四
十

一
年
三
月
選
別
開
始
）
に
よ
り
残
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。 �
�
�
�
�
�
�
� 　
（
数
野
文
明
）

　

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会

（
全
史
料
協
）
の
第　

回
大
会
が
去
る
十
月
十

２８

六
日
〜
十
八
日
に
富
山
市
で
開
催
さ
れ
た
。

　

今
年
は
「　

世
紀
の
史
料
保
存
と
利
用
―
市

２１

町
村
合
併
を
と
り
ま
く
諸
問
題
―
」
を
大
会

テ
ー
マ
と
し
、
全
体
会
で
次
の
よ
う
な
報
告
と

討
議
が
行
わ
れ
た
。

「
市
町
村
合
併
の
歴
史
と
史
料
保
存
」

 
�
�
�
�
�
�
� 
丑
木
幸
雄
（
国
立
史
料
館
）

「
市
町
村
合
併
と
史
料
保
存
―
資
料
保
存
委
員

会
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
―
」

 
�
�
�
�
�
� 
福
島
紀
子
（
松
本
市
文
書
館
）

「
富
山
県
に
お
け
る
史
料
保
存
の
あ
ゆ
み
」

 
�
�
�
�
� 
高
森
邦
男
（
富
山
県
公
文
書
館
）

「
氷
見
市
に
お
け
る
自
治
体
史
編
纂
事
業
と
史

料
の
保
存
管
理
に
つ
い
て
」

 
�
�
�
� 
高
橋
延
定
（
氷
見
市
史
編
さ
ん
室
）

　

三
つ
の
分
科
会
で
は
、〈
地
域
史
料
の
保
存

と
利
用
〉〈
電
子
文
書
の
保
存
と
利
用
〉〈
専
門

職
問
題
の
現
状
と
課
題
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ

と
し
、
計
６
本
の
報
告
と
討
議
が
行
わ
れ
た
。

　

大
会
テ
ー
マ
で
も
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
現

在
、
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
史
料
（
公
文

書
）
の
保
存
が
、
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
全
国

レ
ベ
ル
で
認
識
さ
れ
て
い
る
。
大
会
で
は
熱
心

な
討
議
が
行
な
わ
れ
、
市
町
村
公
文
書
選
別
の

基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
具
体
的
な
対
策
が

必
要
だ
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
各
地
で
の
積

極
的
な
取
り
組
み
が
待
望
さ
れ
る
。

　

広
文
協
（
広
島
県
市
町
村
公
文
書
等
保
存
活

用
連
絡
協
議
会
）
で
は
、
去
る
八
月
二
日
に
次

の
研
修
会
を
行
い
ま
し
た
。

テ
ー
マ　
「
坂
町
文
書
管
理
の
電
子
化
に
つ
い

て
」

講　

師　

大
畠
英
司
氏
（
坂
町
総
務
課
）

会　

場　

坂
町
役
場

参
加
者　
　

名
１４

　

ま
た
、
十
一
月
二
十
八
日
に
は
県
立
文
書
館

と
共
催
で
行
政
文
書
古
文
書
保
存
管
理
講
習
会

を
開
催
し
ま
し
た
（
次
号
に
記
事
掲
載
予
定
）。

な
お
、
こ
の
講
習
会
に
合
わ
せ
て
会
報
「
広
文

協
通
信
」
二
号
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

七
月
二
十
六
日
か
ら
開
催
し
て
い
た
本
年
度

企
画
展
「
戦
中
・
戦
後
の
援
護
―
―
戦
争
犠
牲

者
へ
の
追
悼
と
援
護
」
が
去
る
十
月
二
十
六
日

に
終
了
を
迎
え
ま
し
た
。

　

公
文
書
・
写
真
・
幟
・
勲
章
・
戦
傷
証
明

書
・
ポ
ス
タ
ー
な
ど
、
当
時
を
物
語
る
多
く
の

展
示
資
料
は
、
平
和
な
現
在
と
の
違
い
を
あ
ら

た
め
て
見
学
者
に
感
じ
さ
せ
た
よ
う
で
す
。
会

場
に
置
か
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
様
々
な
意

見
・
感
想
が
あ
り
ま
し
た
が
、
過
去
を
忘
れ
ず

に
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
の

大
切
さ
を
書
か
れ
た
も
の
が
や
は
り
目
立
ち
ま

し
た
。
県
外
か
ら
の
見
学
者
の
感
想
で
は
、
自

分
の
地
元
に
文
書
館
が
な
い
こ
と
を
惜
し
む
と

い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
企
画
展
示
に
関
連
し
て
九
月
二

十
一
日
に
文
書
館
講
演
会
を
開
催
し
、
展
示
を

担
当
し
た
安
藤
福
平
総
括
研
究
員
が
「
戦
中
・

戦
後
の
援
護
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
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＊
月
〜
金
曜
日　

９
時
〜　

時
１７

　

＊
土
曜
日　
　
　

９
時
〜　

時
１２

�

�
�
�
�

　

＊
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日

　

＊
年
末
年
始（　

月　

日
〜
１
月
４
日
）

１２

２８

�

�
�
�

＊
Ｊ
Ｒ
広
島
駅
よ
り
バ
ス
（
広
島
港
行

き
）
又
は
路
面
電
車
（
紙
屋
町
経
由

宇
品
行
き
）
い
ず
れ
も
広
電
本
社
前

下
車
約
五
〇
〇
ｍ
、
広
島
県
情
報
プ

ラ
ザ
２
Ｆ

至 紙屋町 

至 宇品 

至 広島駅 

東千田公園 

広島県立文書館広島県立文書館 
（広島県（広島県 
　情報プラザ）　情報プラザ） 

広島県立文書館 
（広島県 
　情報プラザ） 
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病院 

広島大学 

国道2号線 
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たかの橋 

日赤病院前 

広電本社前 

御幸橋 

中
消
防
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南
大
橋 

元 
  安 
    川 

南
千
田
橋 

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�

�

�
�
�

平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
一
月
三
十
一
日
発
行

�
�
�
�　

広
島
県
立
文
書
館

　
　

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
―
四
七
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〇
八
二
―
二
四
五
―
八
四
四
四
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〇
八
二
―
二
四
五
―
四
五
四
一
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全
史
料
協
大
会

全
史
料
協
大
会
が
開
催
開
催 

全
史
料
協
大
会
が
開
催 

広
文
協

広
文
協
の
活
動
活
動
か
ら 

広
文
協
の
活
動
か
ら 

本
年
度
企
画
展

本
年
度
企
画
展
が
閉
幕
閉
幕 

本
年
度
企
画
展
が
閉
幕 
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