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今
、く
ず
し
字
が
、江
戸
が

一
番
お
も
し
ろ
い
!
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1　

非売品

　
「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
第
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

巻
頭
対
談
で
は
、『
妖
怪
草
紙 

く
ず
し
字
入
門
』
の
著
者
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
人
の
江
戸
文
学
研
究
者
・
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
さ
ん
と
、『
書

い
て
お
ぼ
え
る
「
江
戸
名
所
図
会
」
く
ず
し
字
入
門
』
の
編
著
者
で

あ
り
、
東
京
・
神
保
町
の
古
文
書
塾
「
て
ら
こ
や
」
で
活
躍
中
の
菅

野
俊
輔
さ
ん
の
お
二
人
に
、
く
ず
し
字
を
学
習
す
る
醍
醐
味
や
お
も

し
ろ
さ
に
つ
い
て
、
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

❖
日
本
の
こ
と
が
知
り
た
く
て

カ
バ
ッ
ト

│
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

学
生
時
代
は
フ
ラ
ン
ス
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
も
勉
強

し
ま
し
た
が
、
英
語
と
ど
こ
か
似
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
、
だ
い
た
い
が
読
め
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、

日
本
語
で
書
か
れ
た
書
籍
を
生
ま
れ
て
初
め
て
手
に
し

た
時
の
衝
撃
は
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

菅
野

│
ど
の
よ
う
な
衝
撃
だ
っ
た
の
で
す
か
？

カ
バ
ッ
ト

│
左
か
ら
読
め
ば
い
い
の
か
、
右
か
ら
読

め
ば
い
い
の
か
、
上
か
ら
？　

下
か
ら
？　

と
に
か
く

ど
こ
か
ら
読
ん
で
い
い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す

（
笑
）。

菅
野

│
ふ
つ
う
欧
米
の
書
籍
は
、
左
開
き
の
横
書
き
と

決
ま
っ
て
い
ま
す
も
の
ね
。

カ
バ
ッ
ト

│
全
然
読
め
な
い
言
語
、
不
可
解
な
文
字
の

形
に
神
秘
的
な
も
の
を
感
じ
て
、
日
本
語
の
勉
強
を
始
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2

め
ま
し
た
。
七
○
年
代
の
こ
と
で
す
。

菅
野

│
ま
ず
は
、
仮
名
か
ら
で
す
か
。

カ
バ
ッ
ト

│
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
日
本
の
小
学
校
一

年
生
と
同
じ
で
す
。

菅
野

│
最
初
か
ら
く
ず
し
字
で
は
な
い
で
す
よ
ね

（
笑
）。

カ
バ
ッ
ト

│
。
当
然
で
す
（
笑
）。
仮
名
は
比
較
的
早

く
マ
ス
タ
ー
で
き
ま
し
た
。
次
に
さ
ら
な
る
衝
撃
を
受

け
ま
し
た
。
日
本
語
の
先
生
は
順
番
の
つ
も
り
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
が
、
隠
し
て
い
た
の
か
、
と
思
っ
た
く
ら

い
で
す
。

菅
野

│
今
度
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

カ
バ
ッ
ト

│
漢
字
で
す
。
日
本
語
に
は
仮
名
だ
け
で
な

初
め
て
見
た
日
本
語
の
文
字
に
衝
撃
を
受
け
、全
然
読
め
な
い

日
本
語
に
興
味
を
持
ち
、勉
強
を
始
め
ま
し
た
（
カ
バ
ッ
ト
）

誰も住んでいない古寺の台所の様子（『歌化物一寺再興』
より、寛政 5年刊）
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3　古文書かわら板（第４号）

く
漢
字
が
あ
る
こ
と
を
最
初
に
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た

ん
で
す
。
思
え
ば
、
日
本
の
書
籍
で
不
可
解
な
文
字
だ

と
徹
底
的
な
印
象
を
与
え
た
の
は
漢
字
だ
っ
た
の
だ
と
、

そ
の
時
分
か
り
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
仮
名
を
マ
ス
タ
ー

し
て
喜
ん
で
い
た
の
も
束
の
間
…
…
、
日
本
語
の
勉
強

を
や
め
よ
う
か
と
も
思
い
ま
し
た
（
笑
）。
事
実
、
一

緒
に
勉
強
し
て
い
た
人
は
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
難

し
す
ぎ
ま
す
。

菅
野

│
漢
字
に
衝
撃
を
受
け
た
の
で
す
ね
。

❖
江
戸
の
妖
怪
と
く
ず
し
字
と
の
出
会
い

カ
バ
ッ
ト

│
で
も
、
な
ん
と
か
あ
る
程
度
漢
字
も
覚
え

て
、
七
九
年
に
初
め
て
来
日
し
ま
し
た
。
実
は
私
、
最

初
は
泉
鏡
花
の
研
究
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

菅
野

│
近
世
（
江
戸
）
文
学
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

カ
バ
ッ
ト

│
は
い
。
近
代
文
学
で
す
。
泉
鏡
花
の
作
品

の
な
か
に
描
か
れ
た
妖
怪
像
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
。

菅
野

│
妖
怪
の
研
究
と
い
う
意
味
で
は
、
現
在
と
同
じ

で
す
ね
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
時
代
が
明
治
か
ら
江
戸

へ
と
変
わ
ら
れ
た
の
で
す
か
。

カ
バ
ッ
ト

│
そ
こ
で
、
第
三
の
衝
撃
が
あ
っ
た
の
で
す
。

菅
野

│
早
く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

カ
バ
ッ
ト

│
近
代
文
学
に
お
け
る
妖
怪
像
の
研
究
を

し
て
、
そ
の
原
点
に
あ
る
江
戸
の
妖
怪
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
興
味
が
湧
い
て
き
た
の
で
す
。

そ
こ
で
江
戸
時
代
の
妖
怪
が
出
て
く
る
資
料
を
見
る
た

め
に
、国
立
国
会
図
書
館
（
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
）

の
古
典
籍
資
料
室
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
資
料
を
初
め

て
目
に
し
た
と
き
、
そ
の
場
で
声
を
あ
げ
て
笑
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

菅
野

│
そ
こ
に
は
何
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

カ
バ
ッ
ト

│
見
た
こ
と
も
な
い
不
思
議
な
顔
や
形
を
し
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4

た
妖
怪
た
ち
が
本
の
な
か
で
踊
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ

れ
か
ら
は
も
う
江
戸
の
妖
怪
に
病
み
つ
き
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

❖
私
の
く
ず
し
字
学
習
法

菅
野

│
そ
の
よ
う
な
出
会
い
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。
江

戸
の
文
学
を
本
格
的
に
研
究
す
る
た
め
に
は
、
仮
名
の

く
ず
し
字
を
読
め
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
い
え
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て
く
ず
し
字

を
学
習
さ
れ
た
の
で
す
か
。
日
本
人
の
大
多
数
が
読
め

な
い
も
の
を
、
外
国
の
方
が
ど
の
よ
う
に
習
得
さ
れ
た

の
か
、
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。

カ
バ
ッ
ト

│
国
会
図
書
館
で
妖
怪
の
絵
を
見
て
い
た
と

き
、
絵
の
周
囲
に
書
か
れ
た
小
さ
く
て
変
な
文
字
が
気

に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
学
習
し
て
き
た
仮
名
と
漢
字

の
知
識
で
読
め
る
か
な
、
と
思
っ
て
挑
戦
し
て
み
た
の

読書にいそしむ化物たち（『化物箱根先』より、安永 7年刊）
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5　古文書かわら板（第４号）

で
す
が
、
結
果
は
惨
澹
た
る
も
の
で
し
た
。
全
く
読
め

な
か
っ
た
の
で
す
。

菅
野

│
そ
こ
で
味
わ
っ
た
く
や
し
さ
が
、
今
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

カ
バ
ッ
ト

│
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
、「
読
め
る
よ

う
に
な
り
た
い
」、
と
独
学
で
く
ず
し
字
と
格
闘
を
始

め
ま
し
た
。
私
は
、
翻
刻
さ
れ
た
資
料

│
つ
ま
り
そ

の
文
字
の
解
読
文
で
す
が

│
と
原
本
の
資
料
と
を
一

字
ず
つ
照
合
し
な
が
ら
く
ず
し
字
の
形
を
覚
え
て
い
き

ま
し
た
。「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
第3
号
で
吉
田
豊
さ

ん
と
小
泉
吉
永
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
方
法
と
同

じ
で
す
。

菅
野

│
独
学
の
場
合
に
、
一
番
効
果
的
な
学
習
方
法
で

す
ね
。
解
読
文
の
な
い
資
料
で
学
習
す
る
と
、
解
読
が

で
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
分
か
ら
ず
不
安
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
自
分
が
解
読
し
た
も
の
を
添
削
し
て
く

れ
る
先
生
が
い
れ
ば
良
い
の
で
す
が
…
…
。

カ
バ
ッ
ト

│
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
私
の
場
合
も
、

仮
名
の
く
ず
し
字
を
徐
々
に
覚
え
て
き
た
段
階
で
、
ま

だ
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
資
料
の
解
読
に
挑
戦
し
、
そ
れ

を
近
世
文
学
の
先
生
に
添
削
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
か
な
り
の
力
が
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

菅
野
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
く
ず
し
字
を
習
得
さ

れ
た
の
で
す
か
。

菅
野

│
実
は
、
私
も
カ
バ
ッ
ト
先
生
と
全
く
同
じ
や
り

方
で
勉
強
し
ま
し
た
。
原
文
と
解
読
文
と
の
照
合
で
す

独
り
で
く
ず
し
字
を
学
習
す
る
場
合
に
は
、解
読
文
と
原
文
を

一
字
ず
つ
照
合
し
な
が
ら
覚
え
る
方
法
が
、一
番
効
果
的
で
す
（
菅
野
）
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6

ね
。
私
が
選
ん
だ
版
本
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
仮
名
で
書

か
れ
て
い
る
か
、
漢
字
混
じ
り
の
も
の
で
も
振
り
仮
名

が
付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
、「
い
ろ
は
」

の
く
ず
し
字
一
つ
一
つ
の
形
を
、
解
読
文
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
覚
え
、
漢
字
は
振
り
仮
名
を
見
な
が
ら
一
緒

に
覚
え
ま
し
た
。
私
は
江
戸
文
学
や
江
戸
時
代
史
を
専

攻
す
る
研
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
カ
バ
ッ
ト
先
生

と
比
べ
れ
ば
く
ず
し
字
と
関
わ
っ
て
い
る
年
数
も
短
く
、

今
も
勉
強
中
の
身
で
す
。

カ
バ
ッ
ト

│
菅
野
さ
ん
は
、
古
文
書
も
お
読
み
に
な

れ
る
そ
う
で
す
ね
。
私
も
古
文
書
を
読
ん
で
み
た
い
し
、

読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

漢
字
の
く
ず
し
字
ば
か
り
で
難
し
い
で
す
。
仮
名
で
書

か
れ
て
い
る
版
本
な
ら
自
信
が
あ
る
の
で
す
が
。

菅
野

│
古
文
書
の
文
字
と
版
本
の
文
字
は
、
同
じ
く
ず

し
字
と
は
い
っ
て
も
似
て
非
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

アシカ（水豹）の見世物の広告（京都・四条道場にて、天保 2年）
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7　古文書かわら板（第４号）

表
現
の
仕
方
も
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
私
は
自
分
が
受

け
持
っ
て
い
る
二
時
間
の
講
座
で
は
、
版
本
や
か
わ
ら

版
な
ど
の
刷
り
物
と
古
文
書
を
一
時
間
ず
つ
読
む
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

カ
バ
ッ
ト

│
そ
れ
は
面
白
い
方
法
で
す
ね
。

菅
野

│
江
戸
は
と
て
も
多
様
な
文
化
を
持
っ
た
社
会
で

し
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
一
緒
に
読
み
な
が
ら
、

こ
れ
も
江
戸
だ
し
、
あ
れ
も
江
戸
だ
よ
と
、
生
徒
に
教

え
て
あ
げ
た
い
ん
で
す
。
今
、
手
元
に
「
江
戸
方
角
」

と
い
う
江
戸
時
代
の
手
習
い
本
が
あ
り
ま
す
。
男
性
向

け
の
も
の
は
漢
字
（
名
所
）
の
羅
列
で
す
が
、
女
性
向

け
の
も
の
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
リ
ズ
ム
の
良
い
文
章

に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
表
題
な
の
に
文
章
の
体
裁
な

「
く
ず
し
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
」と
い
う
強
い
気
持
ち

さ
え
あ
れ
ば
、
誰
で
も
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
カ
バ
ッ
ト
）

左「江戸方角」（男性向け）、右「女江戸方角」
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8

ど
が
違
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

カ
バ
ッ
ト

│
ま
る
で
男
性
向
け
が
古
文
書
で
、
女
性
向

け
が
版
本
の
世
界
を
表
し
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。

❖
ヤ
ル
気
さ
え
あ
れ
ば
誰
で
も
読
め
る
よ
う
に

カ
バ
ッ
ト

│
結
局
、
精
神
論
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
、「
く
ず
し
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
」

と
い
う
強
い
意
志

│
昔
風
に
言
え
ば
気
合
と
か
根
性

│
が
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
読
め
る
よ
う
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
私
は
大
学
で
く
ず
し
字
を
学
生
た
ち
に
教
え

て
い
ま
す
が
、
同
時
に
勉
強
を
始
め
た
と
し
て
も
、
本

人
の
ヤ
ル
気
次
第
で
、
最
終
的
に
は
も
の
す
ご
く
差
が

つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。

菅
野

│
私
の
生
徒
の
な
か
に
も
、
授
業
で
や
っ
た
こ
と

の
復
習
と
予
習
を
し
っ
か
り
し
て
い
る
方
は
、
数
か
月

で
驚
く
ほ
ど
伸
び
て
い
ま
す
。

カ
バ
ッ
ト

│
外
国
人
の
私
が
い
う
の
も
な
ん
で
す
け
ど
、

こ
れ
か
ら
く
ず
し
字

│
こ
れ
は
も
と
も
と
日
本
語
な

訳
で
す
が

│
を
学
び
た
い
と
考
え
て
い
る
方
は
、
外

国
語
を
学
ぶ
よ
う
な
新
鮮
な
気
持
ち
で
、
始
め
ら
れ
る

の
が
良
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、T

his 
is a pen.

で
は
な
い
で
す
が
、
短
い
簡
単
な
文
章
か
ら

学
ん
で
い
け
る
、
そ
ん
な
テ
キ
ス
ト
が
あ
れ
ば
便
利
で

す
ね
。
そ
の
意
味
で
、
菅
野
さ
ん
が
お
作
り
に
な
っ
た

『
書
い
て
お
ぼ
え
る
江
戸
の
く
ず
し
字
い
ろ
は
入
門
』

は
、
最
良
の
テ
キ
ス
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

菅
野

│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。『
い
ろ
は
入
門
』

に
は
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
誰
も
が
知
っ
て

い
る
短
い
簡
単
な
文
章
、
つ
ま
り
く
ず
し
字
で
書
か
れ

た
諺
や
格
言
、
慣
用
句
な
ど
を
、
書
き
な
が
ら
お
ぼ
え

て
い
け
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し
た
。

カ
バ
ッ
ト

│
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
来
年
か
ら
、
日
本

かわら板04.indd   8 07.2.16   11:39:32 AM



9　古文書かわら板（第４号）

の
小
学
校
で
は
英
語
が
必
修
に
な
る
そ
う
で
す
ね
。
私

は
、
小
学
生
に
は
英
語
で
は
な
く
て
く
ず
し
字
を
教
え

れ
ば
良
い
の
に
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

菅
野

│
日
本
文
化
の
継
承
者
を
育
て
て
い
く
、
と
い
う

視
点
か
ら
も
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。

カ
バ
ッ
ト

│
日
本
に
は
ま
だ
ま
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な

い
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
資
料
が
た
く
さ
ん
残
っ
て

い
ま
す
。
私
が
研
究
の
対
象
に
し
て
い
る
江
戸
時
代
の

黄
表
紙
（
大
人
向
け
絵
本
）
な
ど
も
、
あ
ま
り
活
字
化

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
一
部
の
研
究
者
が
利
用
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

菅
野

│
く
ず
し
字
、
そ
れ
も
「
い
ろ
は
」
の
く
ず
し

字
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
、
も
の
す
ご
く
江
戸

と
い
う
時
代
に
興
味
が
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

私
も
そ
の
一
人
で
す
が
、
ス
ラ
ス
ラ
と
ま
で
は
い
か
な

く
て
も
、
原
文
が
読
め
る
快
感
を
多
く
の
方
々
に
味

わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
○
○
七
年
一
月
二
四
日
／
武
蔵
大
学
に
て
）

﹇
略
歴
﹈

ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
（A

dam
 K
abat

）

　

一
九
五
四
年
生
ま
れ
。
八
一
年
来
日
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士

課
程
を
経
て
、
現
在
、
武
蔵
大
学
教
授
。

　

著
書
に
『
妖
怪
草
紙 

く
ず
し
字
入
門
』（
二
○
○
一
年
、
柏
書

房
）、『
も
も
ん
が
あ
対
見
越
入
道
』（
講
談
社
、二
○
○
六
年
）、『
大

江
戸
化
物
図
譜
』（
小
学
館
、
二
○
○
○
年
）
な
ど
。

菅
野
俊
輔
（
か
ん
の
・
し
ゅ
ん
す
け
）

　

一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
卒
業
。
現
在
、
小
学
館
ア

カ
デ
ミ
ー
・
古
文
書
塾
「
て
ら
こ
や
」
講
師
。

　

著
書
に
『
書
い
て
お
ぼ
え
る
「
江
戸
名
所
図
会
」
く
ず
し
字
入

門
』（
二
○
○
七
年
）、『
書
い
て
お
ぼ
え
る
江
戸
の
く
ず
し
字
い

ろ
は
入
門
』（
二
○
○
六
年
、
と
も
に
柏
書
房
）。
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本
物
の
古
文
書
を
手
に
と
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
機
関

❖
秋
田
県
公
文
書
館

　

所
在
地
▼
秋
田
市
山
王
新
町
14
│

31

　

電
話
▼
０
１
８（
８
６
６
）８
３
０
１

　

交
通
▼
Ｊ
Ｒ
秋
田
駅
よ
り
バ
ス
、県
立
体
育
館
前
下
車

　

秋
田
藩
政
を
記
録
し
た
「
国
典
類
抄
」
や
「
梅
津
正
景

日
記
」、
秋
田
藩
士
に
伝
来
し
た
文
書
を
集
成
し
た
「
秋

田
藩
家
蔵
文
書
」な
ど
、
秋
田
藩
が
作
成
・
収
集
し
た
も
の

を
中
心
に
約
六
万
点
の
古
文
書
類
、
秋
田
県
庁
や
郡
役
所

な
ど
の
行
政
文
書
な
ど
約
七
万
点
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

利
用
方
法　

目
録
で
史
料
を
特
定
し
公
文
書
館
カ
ウ
ン

タ
ー
へ
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
目
録
は
Ｈ

Ｐ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
（http://w

w
w
.pref.akita.

lg.jp/kobunsyo/

）。

❖
神
奈
川
県
立
公
文
書
館

　

所
在
地
▼
横
浜
市
旭
区
中
尾
町
1
│

6
│

1

　

電
話
▼
０
４
５（
３
６
４
）４
４
５
６

　

交
通
▼
相
鉄
線
二
俣
川
駅
よ
り
徒
歩
17
分
、
ま
た
は

相
鉄
バ
ス
「
運
転
試
験
場
循
環
」
で
運
転
試

験
場
下
車
、
徒
歩
３
分

　

小
田
原
北
条
氏
に
関
す
る
文
書
や
、
東
海
道
神
奈
川
宿

本
陣
の
石
井
家
文
書
な
ど
の
古
文
書
一
二
万
五
千
点
余
、

神
奈
川
県
作
成
の
公
文
書
一
八
万
点
余
、
神
奈
川
県
史
編

集
資
料
等
六
四
万
七
千
点
余
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。

利
用
方
法　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
目
録
か
ら
資
料
を
特
定

し
、
閲
覧
申
請
書
を
受
付
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
当
館

所
蔵
・
寄
贈
の
古
文
書
で
マ
イ
ク
ロ
化
さ
れ
た
も
の
は
複

写
が
、
ま
た
、
原
本
の
写
真
撮
影
も
可
能
で
す
。 
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❖
岐
阜
県
歴
史
資
料
館

　

所
在
地
▼
岐
阜
市
夕
陽
ヶ
丘
４

　

電
話
▼
０
５
８（
２
６
３
）６
６
７
８

　

交
通
▼
Ｊ
Ｒ
岐
阜
駅
よ
り
バ
ス
、
本
町
１
丁
目
下
車
、

徒
歩
８
分

　

岐
阜
城
か
ら
天
下
を
う
か
が
っ
た
織
田
信
長
の
関
係
文

書
を
は
じ
め
、
幕
領
だ
っ
た
飛
驒
の
状
況
を
伝
え
る
飛
驒

郡
代
高
山
陣
屋
文
書
や
美
濃
郡
代
笠
松
陣
屋
堤
方
役
所
文

書
、
県
内
各
地
の
諸
家
に
伝
わ
っ
た
古
文
書
を
収
蔵
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
旧
笠
松
県
関
係
の
文
書
や
岐
阜
県
の
行

政
文
書
も
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

利
用
方
法　

閲
覧
室
に
備
え
付
け
の
文
書
目
録
か
ら
資
料

を
特
定
し
、
受
付
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
所
定

の
手
続
き
を
す
れ
ば
写
真
の
撮
影
も
可
能
で
す
（
一
部
、

撮
影
で
き
な
い
資
料
も
あ
り
ま
す
）。

❖
広
島
県
立
文
書
館

　

所
在
地
▼
広
島
市
中
区
千
田
町
３
│

７
│

47

　

電
話
▼
０
８
２（
２
４
５
）８
４
４
４

　

交
通
▼
Ｊ
Ｒ
広
島
駅
よ
り
バ
ス
（
広
島
港
行
21
│

２

号
線
）、
広
島
県
情
報
プ
ラ
ザ
下
車
、
徒
歩

す
ぐ

　

広
島
県
内
の
旧
家
な
ど
か
ら
受
け
入
れ
た
二
○
万
点
余

の
古
文
書
や
、『
広
島
県
史
』
編
纂
時
に
県
内
外
か
ら
撮

影
に
よ
っ
て
収
集
し
た
複
製
資
料
約
四
万
点
、
広
島
県
庁

か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
行
政
文
書
四
万
点
余
を
収
蔵
し
て

い
ま
す
。

利
用
方
法　

初
め
て
閲
覧
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
利
用

券
交
付
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
備
え
付
け
の
目
録

で
文
書
を
特
定
し
、
係
員
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
古
文

書
な
ど
原
本
は
撮
影
が
可
能
で
す
。
複
製
資
料
の
複
写
に

つ
い
て
は
係
員
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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照
り
焼
き
が
お
い
し
い

　
　
　

新
橋
演
舞
場
な
ど
で
観
る

　
　
　

地
震
を
予
知
す
る
？

　
　
　

昔
は
こ
れ
を
履
い
て
い
た

　

今
回
は
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
ひ
ら
が
な
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
問
題
文
を
頼
り
に
解
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

寺
子
屋
検
定
ク
イ
ズ　

ひ
ら
が
な
づ
く
し

問
１

問
２

問
３

問
４
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海
に
住
む
巨
大
な
哺
乳
類

　
　
　

富
山
の
駅
弁
で
有
名

　
　
　

本
屋
の
一
形
態

◉
答
え　

問
１
な
ま
ず　

問
２
わ
ら
じ　

問
３
ぶ
り　

問
４
し
ば
ゐ　

問
５
く
じ
ら　

問
６
ま
す　

問
７
か
し
ぼ
ん
や　

問
８

つ
づ
ら　

問
９
か
れ
い　

問
10
は
ま
ぐ
り

　
　
　

大
き
い
の
と
小
さ
い
の
。
ど
っ
ち
に
宝
物
が
？

　
　
　

ヒ
ラ
メ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

　
　
　

高
級
な
貝

問
５

問
６

問
７

問
８

問
９

問
10
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❖
書
店
と
古
文
書
講
座

八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
郡
山
う
す
い
店　
　
　

石
塚
宗
希

　

平
成
一
八
年
一
○
月
一
四
日
（
土
）
午
後
二
時
か
ら
福

島
県
の
県
中
に
位
置
す
る
八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
郡
山

う
す
い
店
一
○
階
の
バ
ン
ケ
ッ
ト
ル
ー
ム
で
、
油
井
宏
子

先
生
を
お
招
き
し
て
、「
古
文
書
は
こ
ん
な
に
魅
力
的
」

と
称
し
た
古
文
書
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

あ
ま
り
広
い
と
は
言
え
な
い
会
場
の
ス
ペ
ー
ス
で
す

が
、シ
ン
プ
ル
で
小
奇
麗
。そ
し
て
何
よ
り
も
部
屋
に
な
っ

て
い
る
た
め
デ
パ
ー
ト
の
騒
々
し
さ
や
Ｂ
Ｇ
Ｍ
な
ど
か
ら

遮
断
さ
れ
た
絶
好
の
会
場
と
言
え
ま
し
た
。
当
初
の
計
画

で
は
受
講
者
は
三
○
名
程
度
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う

八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
郡
山
う
す
い
店

　

所
在
地
▼
郡
山
市
中
町
13
│

１

　

交
通
▼
Ｊ
Ｒ
郡
山
駅
西
口
よ
り
徒
歩
５
分

　

電
話
▼
０
２
４（
９
２
７
）１
５
２
４　

　

二
○
○
六
年
は
、
二
月
の
長
野
市
・
平
安
堂
を
皮
切

り
に
、
三
月
に
東
京
・
池
袋
の
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
と
山

形
市
・
八
文
字
屋
、
四
月
に
盛
岡
市
・
東
山
堂
、
五
月

に
仙
台
市
・
紀
伊
國
屋
書
店
仙
台
店
、
六
月
に
名
古
屋

市
・
正
文
館
書
店
、
七
月
に
和
歌
山
市
・
宮
井
平
安
堂
、

九
月
に
さ
い
た
ま
市
・
須
原
屋
本
店
、
一
○
月
に
東
京
・

八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
本
店
、
八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
郡
山
う
す
い
店
、
東
京
・
神
保
町
・
三
省
堂
書
店

神
田
本
店
と
、
全
国
各
地
で
油
井
宏
子
先
生
を
講
師
と

し
た
古
文
書
講
座
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
八

重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
郡
山
う
す
い
店
の
石
塚
店
長
に

ご
登
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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線
で
打
合
せ
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、重
要
な
宣
伝
計
画
、

告
知
方
法
は
、
柏
書
房
製
作
の
チ
ラ
シ
、
申
込
書
を
い
た

だ
い
た
時
点
で
、
当
方
で
は
宣
伝
パ
ネ
ル
を
作
成
し
て
、

私
自
ら
地
元
二
紙
を
訪
問
し
て
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
お
願
い

に
廻
り
ま
し
た
。

　

当
初
私
は
、
受
講
料
一
○
○
○
円
で
ど
の
く
ら
い
人
が

集
ま
る
だ
ろ
う
か
と
か
、
古
文
書
に
関
心
あ
る
方
が
郡
山

に
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
宣
伝
効
果
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
ふ
た
を

開
け
て
み
る
と
、
そ
の
心
配
も
吹
っ
飛
び
、
電
話
に
よ
る

予
約
申
し
込
み
が
相
次
ぎ
、最
終
的
に
は
定
員
三
○
名（
先

着
順
）
に
対
し
て
受
付
は
四
二
名
、
当
日
受
講
者
四
○
名

ま
で
増
え
て
会
場
一
杯
に
な
り
ま
し
た
（
会
場
の
キ
ャ
パ

シ
テ
ィ
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
受
け
入
れ
る
方
針
に
変
更
し
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
前
日
ま
で
問
い
合
わ
せ
が
続
き
、
と
う

と
う
四
二
名
で
締
め
切
る
こ
と
に
し
て
、
最
後
の
希
望
者

数
名
は
丁
重
に
お
断
り
し
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く
思
っ
て

い
ま
す
）。

　

当
日
の
会
場
は
予
想
通
り
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し

た
。
講
義
内
容
は
、
教
材
を
元
に
ま
ず
は
古
文
書
に
良
く

出
る
読
み
の
説
明
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
多
く
の
人
が
熱

心
に
ノ
ー
ト
を
取
り
、
油
井
先
生
の
元
気
な
声
に
つ
ら
れ

て
皆
さ
ん
大
き
な
声
で
熱
心
に
文
章
を
読
み
上
げ
て
い
た

の
が
印
象
的
で
し
た
。
内
容
は
百
貨
店
内
で
行
な
う
こ
と

を
先
生
が
考
慮
さ
れ
て
、「
大
商
家
・
白
木
屋
の
古
文
書
」

を
教
材
に
し
て
い
た
こ
と
も
身
近
に
感
じ
て
良
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
の
商
売
の
基
本
が
現

代
に
も
通
じ
る
こ
と
を
学
び
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
方
が

多
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
っ
と
い
う
間
の

二
時
間
で
、
終
了
後
サ
イ
ン
会
も
行
な
わ
れ
、
受
講
さ
れ

た
皆
さ
ん
が
満
足
気
に
帰
ら
れ
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

（
八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
郡
山
う
す
い
店
・
店
長
）

かわら板04.indd   15 07.2.16   11:40:22 AM



16

かわら板04.indd   16 07.2.16   11:40:23 AM


