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も
う
ひ
と
つ
の

松
山
原
造
翁
傅

記
念
館
の
収
蔵
資
料
の
中
か

ら
、
農
業
発
達
史
調
査
会
で
昭
和

二
十
五
年
十
月
に
刊
行
し
た
農
業

発
達
史
調
査
会
資
料
第
二
九
号

「
松
山
原
造
翁
傳
」と
い
う
論
文
を

見
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
ー
双

用
犂
の
発
明
と
近
代
的
短
床
犂
普

及
の
道
程
ー
と
い
う
副
題
が
付
け

ら
れ
、
農
業
発
達
史
調
査
会
の
清

水
浩
氏
が
当
時
七
十
四
歳
の
原
造

か
ら
長
時
間
を
要
し
て
聞
き
取
り

調
査
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
双
用
犂
創
案
に
至
る
過
程

や
創
業
期
の
経
営
に
つ
い
て
て
い
ね

い
な
聞
き
取
り
が
な
さ
れ
て
い
て
、

畜
力
犂
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
上

で
大
変
貴
重
な
資
料
に
感
じ
ま
し

た
。
残
念
な
こ
と
に
、
ガ
リ
版
刷
り

で
あ
る
こ
と
か
ら
発
行
部
数
が
少

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
い
っ
た

こ
と
か
ら
、
今
ま
で
農
業
技
術
史

の
研
究
者
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
そ

の
論
文
の
中
か
ら
、
今
ま
で
知
ら

れ
て
い
な
い
部
分
を
中
心
に
引
用

し
、
内
容
を
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

な
お
、
原
造
の
生
い
立
ち
や
小

県
郡
の
農
事
教
師
の
助
手
に
な
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
に

よ
り
、
割
愛
し
ま
し
た
。

明
治
二
十
九
年
四
月
に
小
県
郡

農
事
助
教
師
の
職
に
就
い
た
原
造

は
、
農
事
教
師
の
古
川
列
一
や
同

僚
外
一
名（
註
　
山
崎
百
太
郎
）と

一
緒
に
、
馬
耕
の
指
導
と
と
も
に

先
進
農
法
で
あ
る
塩
水
選
種
・
短

冊
苗
代
・
雁
爪
が
ん
づ
め

除
草
な
ど
を
指
導

し
た
。

明
治
三
十
年
、
古
川
教
師
が
親

の
病
気
の
為
に
帰
郷
し
た
留
守
に

小
県
郡
農
会
が
発
足
す
る
こ
と
と

な
り
、
こ
の
際
に
短
期
農
事
講
習

会
を
原
造
が
企
画
し
、
講
師
に
は

長
野
県
農
業
試
験
場
の
場
長
を
は

じ
め
、
県
庁
か
ら
も
職
員
が
来
て

教
え
た
。
こ
こ
で
は
、
抱
持
立
犂
の

製
法
も
教
え
た
。
講
習
会
で
は
、

持
立
犂
を
二
十
七
台
取
り
寄
せ
、

各
部
の
寸
法
を
す
べ
て
測
定
し
記

述
し
た
。
当
時
は
、
す
べ
て
手
の
開

き
方
な
ど
に
よ
っ
て
木
を
切
り
出

し
て
い
た
と
い
う
。
東
信
地
方
の
諺

に「
犂
臍
に
、
鍬
柄
睾
丸
」と
い
う

話
が
残
っ
て
い
て
、
犂
の
角
度
や
寸

法
は
体
に
合
わ
せ
て
大
体
の
見
当

で
造
る
と
い
う
の
が
習
わ
し
だ
っ

た
。原

造
は「
限
り
あ
る
根
曲
が
り

木
で
、
限
り
な
き
犂
の
需
用
を
み

た
し
得
な
い
。」と
直
線
木
取
り
法

を
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
原
造
の
研

究
時
代
に
は
酒
屋
で
使
う
松
薪
の

山
の
中
か
ら
曲
が
っ
た
木
を
た
く

さ
ん
見
つ
け
、
こ
れ
を
材
料
に
四
十

台
ほ
ど
の
持
立
犂
を
造
っ
た
と
い

う
。抱

持
立
犂（
無
床
犂
）は
、い
ろ
い

ろ
の
利
点
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
安

定
が
悪
く
絶
え
ず
犂
を
抱
き
支
え

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
使
用

に
非
常
な
労
力
と
熟
練
を
要
し

た
。
原
造
は
、
仕
事
の
上
で
埼
玉

県
の「
大
鍬（
お
ん
が
）」や
群
馬
の

高
崎
犂（
左
反
転
、
犂
轅
四
尺
、
犂

床
二
尺
二
寸
）を
見
る
機
会
が
あ
っ

た
。
ま
た
、「
飛
騨
犂
」
と
い
っ
て
、

床
が
二
尺
五
寸
あ
り
、
水
を
引
い

て
湿
田
状
態
に
し
て
お
か
ね
ば
使

え
な
い
の
で
、
一
名
「
水
犂
」と
呼

ば
れ
た
犂
も
部
分
的
に
は
使
わ
れ

て
い
た
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
有
床
犂

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

を
思
い
立
っ
た
の
は
、
四
国
か
ら
来

た
薬
屋
に
会
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
四
国
の
犂
は
、
抱
持
立
犂
ほ
ど
耕

し
た
出
来
映
え
は
良
く
な
い
が
、

実
に
楽
だ
」と
言
っ
た
。
薬
を
買
っ

て
く
れ
れ
ば
製
法
を
教
え
よ
う
と

い
う
の
で
、
二
円
五
十
銭
も
薬
を

買
わ
さ
れ
、
薬
屋
は
手
を
伸
ば
し

た
り
肘
を
は
っ
た
り
し
て
寸
法
を

測
り
、
全
長
九
尺
、
犂
床
二
尺
五

寸
の
長
大
な
犂
を
作
り
上
げ
た
。

こ
れ
で
大
き
な
田
を
ノ
タ
ノ
タ
と
外

回
り
に
耕
起
し
た
。
急
に
深
く
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
深
耕
が
で

き
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
無
床
犂

と
は
違
い
安
定
は
実
に
良
か
っ
た
。

反
転
は
他
の
も
の
と
は
違
い
見
慣

れ
な
い
右
反
転
だ
っ
た
。
左
右
自
在

の
反
転
で
あ
る
双
用
犂
へ
の
考
え

は
じ
め
に

農
事
教
師
時
代

犂
の
研
究
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が
生
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。

明
治
時
代
に
入
る
ま
で
、
東

北
・
関
東
・
東
山
と
北
陸
の
東
半
が

鍬
に
よ
る
人
耕
で
、
近
畿
・
中
国
・

四
国
及
び
九
州
南
半
と
北
陸
西
半

が
長
床
犂
、
筑
前
地
方
が
無
床
犂

（
抱
持
立
犂
）で
あ
っ
た
。
明
治
二

十
年
代
に
勧
農
社
の
活
動
と
と
も

に
筑
前
の
無
床
犂
が
、
長
床
犂
地

帯
を
も
含
め
て
、
主
と
し
て
人
耕

地
帯
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
原
造
は
、

長
床
犂
の
持
つ
安
定
性
を
有
し
、

無
床
犂
の
如
く
耕
起
す
る
有
床
犂

が
良
い
と
考
え
、
短
床
犂
を
作
る

こ
と
に
思
い
至
っ
た
。

日
本
の
犂
は
一
般
に

土
が
操

者
の
左
側
に
反
転
す
る
様
に
造
ら

れ
て
い
る
が
、
高
知
県
そ
の
他
一
〜

二
の
地
方
で
は
古
来
か
ら
右
側
反

転
の
犂
が
使
わ
れ
て
い
た
。

古
川
農
事
教
師
は
、
持
立
犂
に

あ
き
た
り
な
い
長
野
県
を
見
限
っ

て
、
新
潟
県
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
任
の
教
師
は
字
が
読
め
ず

品
評
会
の
賞
文
も
読
め
な
い
ほ
ど

だ
っ
た
の
で
、
問
題
と
な
っ
て
辞
め

さ
せ
ら
れ
た
。
後
は
、
郡
の
者
三

名
で
農
事
教
師
を
受
け
持
っ
た
が
、

試
験
方
法
で
内
紛
し
て
、
原
造
は

小
県
郡
を
辞
め
、
明
治
三
十
二
年

六
月
埴
科
郡
農
会
書
記
に
招
か
れ
、

そ
こ
の
農
事
教
師
を
兼
ね
る
こ
と

と
な
っ
た
。

原
造
は
農
会
書
記
と
し
て
、
農

業
技
術
の
指
導
を
す
る
か
た
わ

ら
、
双
用
犂
の
製
作
に
傾
注
し
た
。

最
初
の
双
用
犂
は
、
四
国
犂
を

基
に
し
て
、
左
右
自
在
に
反
転
で

き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
実
地

に
試
験
し
た
と
こ
ろ
非
常
に
う
ま

く
い
っ
た
。（
第
一
図
）

原
造
の
発
明
以
前
に
双
用
犂
を

考
案
し
た
記
録
が
あ
る（
大
日
本

農
会
報
明
治
二
十
七
年
第
一
五
一

号
）。
埼
玉
県
横
見
郡
北
吉
見
村
の

関
根
平
吉
は
、
単
用
犂
の
不
便
を

感
じ
て
明
治
二
十
四
年
頃
か
ら
思

考
を
始
め
た
。
機
構
は
非
常
に
原

始
的
だ
が
、
第
二
図
の
通
り
、
在
来

犂（
大
鍬
）の
犂
ヘ
ラ
を
平
に
し
楫

棒
を
取
り
付
け
、
こ
れ
を
左
右
に

押
す
こ
と
に
よ
っ
て
双
用
に
使
用
し

た
。
関
根
平
吉
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

深
耕
す
る
時
は
ま
ず
中
段
を
鋤

き
、
後
に
下
段
を
鋤
き
二
重
鋤
に

す
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
特
許
公
報
に
よ
る
と
原

造
と
同
時
期
に
波
多
腰
喜
代
松

（
所
在
不
明
）も
、
双
用
犂
を
考
案

（
特
許
出
願
明
治
三
十
四
年
六
月
、

登
録
三
十
五
年
二
月
十
七
日
）、
ま

た
そ
の
少
し
後
、
福
岡
県
糸
島
郡

雪
山
村
の
有
田
＊
太（
註
　
判
読

不
明
）は
持
立
犂
に
楫
棒
を
付
け

て
双
用
犂
に
し
た（
特
許
出
願
四

十
年
十
一
月
、
登
録
同
年
十
二
月

二
十
一
日
）。
単

双
用
犂
以
外

は
決
定
的
な
発
明
と
は
な
り
得
な

か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
機
を
一
に

し
て
各
地
で
双
用
犂
の
発
明
の
行

わ
れ
た
こ
と
は
、
双
用
犂
が
こ
の
当

時
の
時
代
的
要
求
で
あ
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

鋼
製
犂
先
の
製
作
法
も
だ
ん
だ

ん
と
発
展
し
た
。
最
初
は
、
古
鋸

製
か
ら
始
ま
っ
て
、
次
に
は
二
図
の

よ
う
に
生
鉄
の
母
体
に
馬
蹄
型
の

鋼
を
焼
き
付
け
て
造
る
よ
う
に
な

っ
た
。
次
に
は
、
馬
蹄
型
の
犂
先
の

表
面
だ
け
を
滲
炭
し
て
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
生
鉄
と
鋼
と
を
馬
蹄
型

に
鍛
接
し
て
造
っ
た
。
こ
れ
は
、
鍛

接
し
た
先
端
の
鋼
層
が
特
に
厚
く

な
る
の
で
耐
久
力
も
充
分
だ
っ
た
。

原
造
は
、
二
度
目
の
試
作
を
し

た
。
こ
れ
は
、
最
初
の
も
の
か
ら
大

き
な
発
展
を
し
て
い
る
。
犂

操

作
の
軸
が
傾
斜
し
て
い
て
、
後
年
傾

斜
軸
双
用
犂
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
で
き
る
ま
で
に
は
、

短
床
犂
の
創
案
　
傾
斜
軸
双
用
犂

第　１　図

第
　
２
　
図
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い
ろ
い
ろ
と
苦
心
研
究
が
為
さ
れ

た
。犂

床
に
は
特
に
多
く
の
研
究
が

為
さ
れ
た
。
四
国
型
の
二
尺
五
寸

の
長
大
な
犂
床
は
思
い
切
っ
て
切

り
つ
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
巾
も

極
度
に
狭
め
ら
れ
て
余
分
な
抵
抗

が
切
り
捨
て
ら
れ
た
。
四
国
型
の

高
度
の
安
定
度
を
保
持
し
つ
つ
、
余

分
な
抵
抗
を
最
大
限
に
切
り
捨
て

安
定
性
・
操
縦
性
・
牽
引
抵
抗
の
三

者
と
も
に
優
れ
た
近
代
的
短
床
犂

が
造
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

近
代
的
短
床
犂
の
創
案
者
は
、

熊
本
県
の
大
津
末
治
郎
と
さ
れ
て

い
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
原
造
は

「
自
分
が
最
初
で
あ
り
、
大
津
は
自

分
の
を
見
て
真
似
た
の
だ
」と
言
っ

て
い
る
。
近
年
の
研
究
に
よ
り
、
短

床
犂
は
古
来
か
ら
熊
本
県
鹿
本
郡

地
方
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
し
か
し
、原
造
の
場
合
、

四
国
犂
を
基
に
全
く
独
自
に
創
案

し
辿
り
着
い
た
形
態
で
あ
っ
た
。
こ

の
頃
、
福
岡
に
あ
っ
て
も
短
床
犂
が

製
作
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
機

を
一
に
し
て
短
床
犂
が
製
作
さ
れ

た
の
は
、
明
治
中
期
の
時
代
的
要

求
と
し
て
短
床
犂
が
、
こ
の
頃
当
然

創
案
さ
れ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

傾
斜
軸
式
は
、
原
理
的
に
い
っ
て

犂
へ
ら
の
回
転
が
不
十
分
に
な
る
。

砂
質
地
・
湿
地
で
は
う
ま
く
い
っ
て

も
、
粘
質
地
で
は
犂
へ
ら
の
作
用
が

不
充
分
な
の
で
反
転
不
良
と
な
っ

た
。
試
行
錯
誤
の
末
に
、
傾
斜
軸

式
は
改
良
さ
れ
、
犂
へ
ら
が
大
き
く

左
右
に
連
動
す
る
水
平
軸
式
が
採

用
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
造
の

双
用
犂
は
完
成
し
た
。
こ
の
後
、

原
造
は
埴
科
郡
農
会
の
農
事
教
師

を
退
職
す
る
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
四
年
特
許
を
取
得
し

た
原
造
は
、
翌
三
十
五
年
六
月
小

県
郡
和
村
に「
単

双
用
犂
製
作

所
」を
創
業
し
た
。

和
村
に
工
場
が
あ
っ
た
頃
の
規

模
は
、
工
作
機
械
三
台
、
木
工
機
械

三
台
、
炉
五
基
で
、
最
盛
期
に
は

従
業
員
数
二
十
五
名
を
数
え
、
そ

の
う
ち
工
員
は
二
十
一
名
で
あ
っ

た
。
工
員
は
五
〜
六
名
の
木
工
以

外
は
半
農
半
工
の
臨
時
雇
い
で
農

閑
期
に
集
ま
っ
て
量
産
し
た
。
需
要

の
多
い
時
期
が
三
・
四
月
の
春
耕

期
と
十
月
末
の
秋
耕
期
で
あ
っ
た

た
め
、
農
閑
期
の
余
剰
労
力
を
使

う
生
産
方
式
に
合
致
し
て
い
た
。

創
業
時
の
就
労
規
則
は
分
か
ら

な
い
が
、
大
正
八
年
七
月
の
調
べ
に

よ
る
と
工
員
の
実
労
働
時
間
は
十

時
間
、
こ
の
他
に
休
憩
二
時
間
で

合
計
の
拘
束
時
間
は
十
二
時
間
に

達
し
て
い
た
。

休
日
は
毎
月
一
日
と
十
六
日
で

年
間
操
業
日
数
は
三
百
三
十
日
で

あ
っ
た
。
大
正
七
年
の
平
均
日
給

は
一
円
二
十
銭
最
高
が
一
円
四
十

五
銭
で
あ
っ
た
。
生
産
費
の
内
容

は
明
治
年
間
か
ら
一
貫
し
て
材
料

費
二
五
〜
三
〇
％
　
製
造
経
費
一

〇
％
以
下
　
労
働
費
三
〇
％
　
営

業
そ
の
他
三
〇
％
で
あ
っ
た
。

一
台
の
販
売
価
格
は
、
創
業
期

は
五
円
五
十
銭
で
あ
っ
た
。
当
時

の
特
許
品
は
普
通
原
価
の
三
倍
ぐ

ら
い
で
売
ら
れ
て
い
た
が
、
松
山
犂

は
制
作
費
の
一
・
五
倍
位
に
押
さ

え
て
お
り
、
そ
の
内
に
荷
造
り
費

も
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
抱
持
立

犂
一
台
の
価
格
一
円
五
十
銭
か
ら

二
円
に
比
べ
て
二
・
九
倍
前
後
の
高

値
で
あ
っ
た
。

長
野
県
は
乾
燥
地
帯
な
の
で
、

木
材
の
乾
燥
は
比
較
的
早
い
が
そ

れ
で
も
六
ヶ
月
間
は
原
材
を
乾
燥

さ
せ
た
。
材
質
の
選
択
に
は
特
に

留
意
し
、
後
年
三
越
の
家
具
か
ら

思
い
付
い
て
ナ
ラ
材
を
改
良
し
、
昭

和
二
十
五
年
頃
に
は
犂
轅
に
ヒ
ノ

キ
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
は

ケ
ヤ
キ
を
用
い
、
木
目
に
注
意
し
つ

つ
、て
い
ね
い
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。

試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
完
成

さ
せ
た
単

双
用
犂
は
、
耕
耘
の

作
業
能
率
を
上
げ
、
農
民
の
労
働

を
軽
減
し
ま
し
た
。
鍬
一
本
で
何

日
も
か
か
っ
て
耕
し
た
作
業
も
、
犂

耕
に
よ
っ
て
一
日
に
五
反
歩
も
耕

せ
る
よ
う
に
な
り
、
畜
力
耕
が
明

治
末
か
ら
大
正
時
代
に
一
気
に
普

及
す
る
引
き
金
と
な
り
ま
し
た
。

単

双
用
犂
は
、
人
々
に
松
山
犂

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治

三
十
九
年
六
月
に
松
山
犂
製
作
所

に
名
称
変
更
し
ま
し
た
。

（
学
芸
員
　
田
中
寿
子
）

双
用
犂
の
完
成
　
水
平
軸
双
用
犂

双
用
犂
製
作
の
企
業
化

木
工
材
料
の
選
定

お
わ
り
に

丸子町町制施行90周年記念誌「和音」より
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記
念
館
で
は
、
犂
耕
を
見
学
者

に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
、

馬
耕
の
ジ
オ
ラ
マ
を
製
作
し
ま
し

た
（
復
元
展
示
）。
馬
の
模
型
を
制

作
依
頼
し
、
そ
の
後
、
馬
に
犂
の

装
着
を
し
ま
し
た
。
数
少
な
い
畜

力
犂
の
展
示
施
設
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
畜
力
耕
の
装
備
を
忠
実
に
再

現
す
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
た
。

近
頃
で
は
、
馬
耕
を
し
た
経
験

の
あ
る
人
が
少
な
く
な
り
、
実
際

に
牛
馬
に
犂
を
装
着
で
き
る
人
は

確
実
に
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

今
回
、
展
示
を
す
る
に
あ
た
り
、

犂
耕
を
指
導
し
た
経
験
の
あ
る
松

山
㈱
の
西
尾
和
実
氏
に
は
、
農
耕

馬
の
製
作
や
犂
の
装
着
に
つ
い
て

監
修
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
山

形
県
に
あ
っ
た
農
林
省
種
畜
牧
場

で
獣
医
を
さ
れ
た
経
験
を
持
ち
、

馬
へ
の
求
知
心
か
ら
東
部
町
田
中

で
馬
具
の
資
料
館
（
現
在
　
休
館

中
）
を
運
営
す
る
西
沢
正
志
氏
に

は
、
装
着
方
法
の
ご
指
導
を
お
願

い
し
ま
し
た
。

昭
和
三
年
四
月
発
行
の
使
用
説

明
書
「
単

双
用
松
山
犂
説
明
書
」

に
は
、
馬
耕
の
際
の
馬
の
御
し
方

か
ら
平
面
耕
や
畦
立
耕
の
手
順
ま

で
説
明
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
犂
の
装
着

に
つ
い
て
の
部
分
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

馬
に
犂
を
装
着
さ
せ
る
に
は
、

ま
ず
鞍
と
ハ
モ
（
牛
の
場
合
に
は

首
木
）、
そ
れ
か
ら
犂
を
装
着
す

る
た
め
の
耕
槃
と
曳
綱
が
必
要
で

あ
る
。

①
　
ハ
モ
は
、
馬
の
肩
幅
に
合
わ

せ
て
締
め
る
こ
と
。
ム
ナ
カ
イ
は

馬
の
労
力
が
甚
だ
し
い
の
で
牽
引

さ
せ
る
時
は
ハ
モ
を
使
用
す
る
こ

と
。

②
　
曳
綱
は
、
ハ
モ
の
鍵
に
結
び

つ
け
て
か
ら
鞍
の
下
の
鈎
を
通

し
、
耕
槃
に
連
結
さ
せ
る
が
、
後

ろ
脚
か
ら
七
〜
八
寸
そ
の
際
、
鞍

で
釣
る
。
曳
綱
は
、
馬
が
大
き
い

時
は
、
ハ
モ
の
鍵
か
ら
後
脚
の
所

を
直
線
に
し
て
、
綱
が
下
が
ら
な

い
く
ら
い
に
鞍
の
釣
り
を
下
げ

る
。
馬
が
小
さ
い
場
合
は
、
釣
り

を
上
げ
る
。

③
　
手
綱
は
、
鞍
の
引
縄
を
通
じ

た
下
端
に
カ
ン
を
釣
っ
て
こ
れ
に

通
し
左
右
の
轡
に
結
び
つ
け
て
そ

の
長
さ
は
馬
を
駁
し
得
る
長
さ
に

し
、
右
を
左
手
に
左
を
右
手
に
持

ち
使
用
す
る
こ
と
（
注
　
後
年
、

こ
の
ク
ロ
ス
す
る
手
綱
か
ら
平
行

し
た
手
綱
に
代
わ
っ
た
）。

牛
の
場
合
は
、
手
綱
を
右
側
に

は
る
。

④
　
犂
耕
の
深
浅
は
、
曳
綱
を
長

く
す
れ
ば
深
く
、
短
く
す
れ
ば
浅

耕
と
な
る
。
犂
釣
（
ニ
）
の
下
端

の
透
孔
に
耕
槃
（
ホ
）
を
連
結
す

れ
ば
二
寸
耕
に
適
す
る
が
、
二
寸

耕
に
至
ら
な
い
場
合
は
曳
綱
を
長

く
す
る
か
鞍
の
釣
を
下
げ
る
こ

と
。
深
す
ぎ
た
場
合
は
曳
綱
を
短

く
す
る
か
釣
り
を
上
げ
て
曳
綱
を

定
め
る
。
そ
の
後
、
三
寸
耕
を
す

る
時
は
、
そ
の
上
の
孔
に
通
し
、

四
寸
耕
を
す
る
時
は
中
央
の
孔
に

通
し
、
五
寸
耕
な
ら
ば
そ
の
上
に

連
結
し
、
六
寸
耕
な
ら
ば
最
も
上

端
の
透
孔
に
連
結
し
て
深
浅
を
調

節
す
る
こ
と
。
こ
れ
よ
り
も
深
耕

す
る
時
は
曳
綱
を
長
く
す
る
か
釣

り
を
下
げ
る
。

（
学
芸
員
　
田
中
寿
子
）

牛
馬
耕
で
の
犂
の
装
着

手
順

イ
　
後
ろ
脚

ロ
　
鞍

ハ
　
ハ
モ

ニ
　
犂
釣

ホ
　
耕
槃

ヘ
　
回
転
柄

ト
　
回
転
柄
止

チ
　
横
柄

リ
　
犂

ヌ
　
犂
へ
ら

ル
　
丁
字
形
柄

ヲ
　
犂
床
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記
念
館
に
は
、
原
造
の
関
わ
っ

た
丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
製
材
部
の

資
料
や
写
真
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
原
造
の
養
父
田
中
新

太
郎
氏
の
家
に
は
、
東
筑
摩
郡
本

城
村
に
事
務
所
を
構
え
た
丸
山
炭

鉱
索
道
組
合
の
膨
大
な
経
営
資
料

が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
年
、

田
中
家
の
ご
厚
意
で
、
炭
鉱
の
経

営
資
料
を
ま
と
め
る
機
会
を
得
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
資

料
を
基
に
、
丸
山
炭
鉱
索
道
組
合

の
炭
鉱
経
営
と
原
造
の
関
わ
っ
た

製
材
部
の
事
業
に
つ
い
て
記
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

明
治
三
十
九
年
に
「
松
山
犂
製

作
所
」
と
社
名
を
変
更
し
、
経
営

が
軌
道
に
乗
り
だ
し
た
明
治
四
十

年
代
初
め
に
、
原
造
は
東
筑
摩
郡

の
炭
鉱
事
業
に
関
わ
り
ま
し
た
。

田
中
新
太
郎
が
携
わ
っ
た
炭
鉱
の

製
材
部
の
事
業
を
主
任
と
し
て
、

統
括
し
た
の
で
す
。

田
中
新
太
郎
は
、
東
筑
摩
郡
山

形
村
の
黒
川
堰
開
削
事
業
の
成
功

後
、
明
治
四
十
一
年
か
ら
大
正
八

年
頃
ま
で
東
筑
摩
郡
坂
北
村
と
生

坂
村
に
ま
た
が
る
一
帯
の
炭
鉱
を

経
営
し
ま
し
た
。
炭
鉱
は
、
地
籍

名
を
冠
し
て
丸
山
炭
鉱
索
道
組
合

と
称
し
、
黒
川
堰
の
開
削
事
業
の

時
と
同
じ
、
児
玉
彦
助
・
田
中
甲

子
次
郎
と
の
三
人
に
よ
る
共
同
経

営
で
し
た
。

共
同
経
営
者
の
二
人
は
、
と
も

に
和
村
（
現
　
東
部
町
）
東
上
田

の
人
で
、
児
玉
彦
助
は
金
融
業
児

玉
合
名
会
社
を
経
営
し
、
田
中
甲

子
次
郎
は
ア
メ
リ
カ
で
博
士
号
を

取
り
、
帰
国
後
に
松
本
で
弁
護
士

を
開
業
し
て
い
ま
し
た
。

東
筑
摩
郡
の
北
部
に
あ
る
、
本

城
村
・
坂
北
村
・
生
坂
村
・
坂
井

村
・
麻
績
村
や
隣
接
す
る
小
県
郡

青
木
村
一
帯
は
石
炭
層
を
有
し
て

い
ま
す
。
現
在
で
は
炭
鉱
が
あ
っ

た
こ
と
さ
え
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、『
生
糸
王
国
　
信
州
』
の
製

糸
業
を
東
筑
摩
郡
北
部
の
石
炭
が

燃
料
源
と
し
て
支
え
て
い
た
時
期

が
あ
り
ま
し
た
。
諏
訪
地
方
の
製

糸
家
は
、
動
力
熱
源
・
燃
料
源
と

し
て
明
治
二
十
年
頃
ま
で
は
諏
訪

の
東
俣
や
金
澤
の
官
林
な
ど
の
薪

木
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

製
糸
業
の
発
展
と
と
も
に
薪
木
が

不
足
し
だ
し
た
た
め
に
、
薪
木
に

代
わ
る
燃
料
と
し
て
石
炭
が
使
わ

れ
だ
し
ま
し
た
。
本
城
村
を
中
心

と
す
る
東
筑
摩
郡
北
部
は
石
炭
景

気
に
湧
き
、
最
盛
期
に
は
中
央
線

西
條
駅
か
ら
毎
日
十
三
輌
の
貨
車

が
二
回
出
発
し
て
い
ま
し
た
。

丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
は
、
明
治

末
期
に
は
野
口
炭
鉱
と
と
も
に
二

大
炭
鉱
の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
ら

れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
最
盛

期
に
は
、
六
十
五
万
坪
の
鉱
区
を

有
し
大
規
模
に
経
営
し
ま
し
た
。

丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
の
炭
鉱
経
営

の
特
色
は
、
架
空
索
道
（
ケ
ー
ブ

ル
）
を
使
っ
て
採
掘
し
た
石
炭
を

中
央
線
西
條
駅
ま
で
輸
送
し
た
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
田
中
新
太
郎
ら

が
経
営
に
乗
り
出
し
た
時
に
は
既

に
中
央
線
西
條
駅
付
近
の
炭
坑

は
、
掘
り
尽
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
架
空
索
道
を
使
っ
て
石

炭
を
包
蔵
す
る
遠
隔
の
炭
層
か
ら

も
輸
送
し
さ
え
す
れ
ば
、
西
條
駅

を
経
由
し
て
岡
谷
へ
供
給
す
る
大

規
模
な
採
炭
事
業
が
で
き
る
と
考

え
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
険
し
い

山
の
上
に
位
置
す
る
生
坂
村
丸
山

地
籍
の
炭
鉱
か
ら
、
西
條
停
車
場

ま
で
の
四
マ
イ
ル
（
約
六
、
四
キ

ロ
）
に
架
空
索
道
を
架
設
し
、
毎

日
百
ト
ン
以
上
の
石
炭
を
運
搬
で

き
る
設
備
を
整
え
、
事
業
を
展
開

し
た
の
で
す
。

諏
訪
の
製
糸
業
の
燃
料
源
と
し

田
中
新
太
郎
と
炭
鉱
経
営

製
材
部
の
事
業

炭

鉱

と

原

造

丸山炭鉱索道組合　製材部　西山事務所



-7-

て
石
炭
が
主
流
に
な
っ
た
も
の

の
、
製
糸
業
に
は
補
助
燃
料
と
し

て
薪
木
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
は
、
岡
谷
へ

石
炭
を
納
入
す
る
際
に
薪
木
も
納

入
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
炭
鉱
の

地
表
面
に
生
育
す
る
松
木
や
雑
木

を
製
材
し
、
残
り
を
薪
木
と
し
て

販
売
す
る
こ
と
を
考
え
製
材
部
を

設
け
ま
し
た
。

東
筑
摩
郡
坂
北
村
西
山
に
は
丸

山
炭
鉱
索
道
組
合
製
材
部
の
事
務

所
が
建
て
ら
れ
、
松
山
犂
製
作
所

（
明
治
三
十
九
年
に
、
単

双
用

犂
製
作
所
か
ら
名
称
変
更
）
を
経

営
し
て
い
た
松
山
原
造
が
主
任
と

な
り
事
業
を
統
括
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
小
県
郡
和
村
出
身
の
佐
藤

千
代
次
が
西
山
に
駐
留
し
、
現
場

を
仕
切
り
ま
し
た
。
佐
藤
千
代
次

は
、
大
工
職
人
で
単

双
用
犂
製

作
所
の
創
業
期
か
ら
木
工
加
工
を

主
に
な
っ
て
担
当
し
て
い
ま
し

た
。
西
山
事
務
所
に
は
、
同
じ
和

村
出
身
の
柳
沢
濱
吉
・
佐
藤
清

十
・
関
孝
雄
の
三
人
が
常
駐
し
、

ま
た
静
岡
県
周
知
郡
出
身
の
田
中

弥
吉
も
雇
わ
れ
働
い
て
い
ま
し

た
。製

材
し
た
も
の
や
薪
木
の
搬
出

は
、
西
筑
摩
郡
駒
ヶ
根
村
出
身
の

古
畑
竹
次
郎
や
地
元
坂
北
村
の
臼

井
増
弥
・
柳
沢
留
次
・
青
島
平
治

郎
・
宮
沢
繁
八
・
宮
沢
林
平
・
宮

下
松
蔵
ら
と
契
約
し
ま
し
た
。
彼

ら
は
、
丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
製
材

部
と
の
契
約
に
よ
り
、
長
さ
一
尺

八
寸
の
薪
を
四
尺
三
寸
の
針
金
で

束
ね
て
西
山
停
車
場
ま
で
搬
出
を

し
ま
し
た
。

原
造
は
、
佐
藤
千
代
次
と
書
簡

で
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
時
た
ま

事
務
所
に
赴
い
て
事
業
を
指
揮
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
製
材
部
は
、

児
玉
彦
助
が
経
営
す
る
児
玉
合
名

会
社
の
事
業
で
、
明
治
四
十
一
年

の
四
月
に
始
ま
っ
た
時
に
資
金
が

出
さ
れ
、
翌
年
五
月
に
会
計
が
閉

め
ら
れ
る
時
の
利
益
金
も
児
玉
合

名
会
社
に
納
め
れ
ら
て
い
ま
す
。

明
治
四
十
二
年
五
月
に
会
計
が

締
め
ら
れ
た
時
の
帳
簿
に
よ
る

と
、
一
年
間
で
製
薪
は
、
一
万
八

千
六
百
束
作
ら
れ
て
千
二
十
三
円

の
純
益
を
上
げ
、
製
材
で
は
、
搬

出
量
は
不
明
で
す
が
八
百
五
十
円

の
純
益
を
上
げ
ま
し
た
。

田
中
新
太
郎
ら
が
経
営
す
る
丸

山
炭
鉱
索
道
組
合
は
、
大
規
模
な

炭
鉱
経
営
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

が
、
岡
谷
製
糸
家
に
販
路
を
持
ち

流
通
経
路
も
確
立
で
き
た
も
の

の
、
数
年
で
経
営
が
行
き
詰
ま
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
製
糸
家

と
の
受
焚
料
金
の
設
定
が
低
か
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
丸
山

炭
鉱
索
道
組
合
は
、
採
掘
し
た
石

炭
を
架
空
索
道
（
ケ
ー
ブ
ル
）
を

使
っ
て
中
央
線
西
條
駅
に
搬
出

し
、
石
炭
を
貨
車
に
乗
せ
て
、
岡

谷
・
松
本
の
製
糸
工
場
に
納
入
し

て
い
ま
し
た
。

丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
は
、
各
製

糸
家
と
そ
の
製
糸
場
の
釜
数
か
ら

一
日
に
使
う
石
炭
の
量
を
推
定
し

て
、
一
日
の
石
炭
代
金
を
決
め
、

石
炭
が
途
切
れ
る
こ
と
の
無
い
よ

う
に
納
入
す
る
契
約
を
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
各
製
糸
工
場
は

丸
山
炭
鉱
が
見
積
も
っ
た
量
よ
り

も
は
る
か
に
多
量
の
石
炭
を
消
費

し
た
の
で
、
儲
け
が
少
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
治
四
十
三

年
の
十
二
月
の
営
業
報
告
書

（「
明
治
四
十
三
年
十
二
月
岡
谷
出

張
所
営
業
景
況
」）
に
よ
る
と
、

岡
谷
で
石
炭
の
取
引
が
あ
っ
た
二

十
二
社
の
う
ち
、
益
金
の
あ
っ
た

の
は
五
社
の
み
で
、
他
の
十
七
社

に
対
し
て
は
損
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
報
告
書
は
、
石
炭
代
金

の
未
収
金
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
も
報
告
し
て
い
ま
す
。

明
治
四
十
四
年
八
月
に
は
三
井

物
産
へ
の
身
売
り
が
、
大
正
四
年

に
は
足
尾
銅
山
を
経
営
す
る
古
河

家
に
譲
渡
さ
れ
る
動
き
も
あ
り
ま

し
た
が
、
結
局
買
い
手
が
付
か
な

い
ま
ま
、
経
営
が
悪
化
し
て
い
き

ま
し
た
。
そ
の
間
、
大
正
三
年
か

ら
経
営
を
立
て
直
す
べ
く
、
丸
山

炭
鉱
の
財
産
を
買
収
す
る
形
で

『
信
濃
炭
鉱
株
式
会
社
』
を
新
し

く
設
立
す
る
こ
と
を
目
論
み
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
計
画
も
賛
同

人
が
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
ず
、
大

正
八
年
頃
に
は
事
業
が
行
き
詰
ま

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

他
の
共
同
経
営
者

は
、
明
治
四
十
五
年

に
は
事
業
か
ら
手
を

引
き
、
そ
の
後
も
事

業
を
続
け
た
田
中
新

太
郎
は
大
き
な
負
債

を
抱
え
、
炭
鉱
は
も

ち
ろ
ん
家
産
も
手
放

す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
原
造
も
二
千
五
百
円
の
援
助

金
が
返
ら
な
い
ま
ま
、
原
造
は
最

終
的
な
債
務
処
理
の
任
を
引
き
受

け
ま
し
た
。

原
造
に
と
っ
て
苦
し
い
時
代
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
原
造
は

手
元
に
何
ひ
と
つ
債
務
処
理
の
こ

と
に
つ
い
て
書
き
記
し
て
あ
り
ま

せ
ん
。

田
中
新
太
郎
家
に
は
、
膨
大
な

丸
山
炭
鉱
索
道
組
合
の
経
営
資
料

の
中
に
、
松
山
犂
製
作
所
用
箋
に

書
か
れ
た
、
債
務
処
理
の
メ
モ
や

田
中
家
の
家
計
が
綴
ら
れ
て
い
ま

す
。
養
父
田
中
新
太
郎
の
土
地
提

供
や
資
金
援
助
が
あ
っ
て
、

「
単

双
用
犂
製
作
所
」
が
起
業

で
き
た
恩
を
忘
れ
ず
に
、
そ
の
後

の
田
中
家
を
、
陰
な
が
ら
支
え
て

い
た
よ
う
す
が
伺
い
知
れ
ま
す
。

（
学
芸
員
　
田
中
寿
子
）

炭
鉱
の
債
務
処
理
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県
外
（
含
外
国
）

六
三
・
二
％

東
信

十
九
・
二
％

北
信

六
・
九
％

中
信

九
・
七
％

南
信

一
・
〇
％

理
事

木
春
郎
氏

木
氏
は
当
記
念
館
創
設
以
来
頭

書
の
役
職
に
務
め
ら
れ
運
営
に
ご
尽

力
を
頂
き
ま
し
た
。

衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

◎
平
成
十
四
年
度
の
文
化
講
演
会
は
、

九
月
二
十
八
日
（
土
）
に
決
定
し
ま

し
た
。
講
師
は
、
信
州
大
学
名
誉
教

授
（
元
信
州
大
学
農
学
部
長
）
有
馬

博
氏
。

テ
ー
マ
は
「
農
作
業
技
術
の
変
遷

と
課
題
」

講
師
に
株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ
プ

ロ
パ
ー
勤
務
（
元
農
林
水
産
省
農
林

水
産
技
術
会
議
筑
波
事
務
所
所
長
）

渡
邉
　
昇
氏
を
お
招
き
し
て
「
移
り

変
り
百
年
（
耕
心
者
百
世
之
師
）」
を

演
題
に
平
成
十
三
年
九
月
二
十
九
日

午
後
三
時
か
ら
松
山
株
式
会
社
三
階

ホ
ー
ル
に
於
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

（
聴
講
者
一
四
八
人
）

講
演
会
に
先
立
ち
主
催
者
代
表
と

し
て
、
専
務
理
事
松
山
信
久
氏
が
ご

挨
拶
、
今
回
講
演
会
の
ご
後
援
を
頂

い
た
丸
子
町
、
丸
子
町
教
育
委
員
会

を
代
表
し
て
ご
出
席
頂
い
た
鷹
野
秀

夫
教
育
長
様
と
、
本
日
の
講
師
渡
邉

昇
氏
に
お
礼
を
述
べ
ら
れ
て
、
こ
の

松
山
記
念
館
の
運
営
の
母
体
で
あ
り

ま
す
松
山
株
式
会
社
は
、
創
業
九
十

九
年
で
来
年
百
年
を
迎
え
る
年
で
も

あ
り
、
長
年
農
林
水
産
省
に
務
め
ら

れ
そ
し
て
退
官
後
の
現
在
も
農
業
機

械
業
界
で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
渡
邉

昇
様
に
お
話
を
し
て
頂
き
な
が
ら
今

後
の
進
む
べ
き
道
筋
を
ご
講
演
を
お

願
い
し
ま
し
た
の
で
最
後
ま
で
ご
清

聴
を
お
願
い
し
ま
す
と
理
事
長
に
代

わ
り
開
会
の
挨
拶
を
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
鷹
野
教
育
長
も
、「
下
農
は

雑
草
を
作
り
、
中
農
は
作
物
を
作
り
、

上
農
は
土
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
を
取
り
上
げ
、
実
り
の
秋
に
ふ
さ

わ
し
く
充
実
し
た
研
修
に
な
る
こ
と

を
期
待
さ
れ
、
さ
ら
に
本
日
の
文
化

講
演
会
も
丸
子
町
の
生
涯
学
習
の
一

環
と
し
て
位
置
付
け
に
感
謝
を
申
し

上
げ
ま
す
と
挨
拶
さ
れ
た
後
講
演
会

に
入
っ
た
。

講
師
は
始
め
に
、
松
山
原
造
翁
に

最
初
に
会
っ
た
と
き
の
感
動
と
篤
翁

と
の
か
ゝ
わ
り
あ
い
を
話
さ
れ
テ
ー

マ
に
入
り
『
移
り
変
り
百
年
』
と
し

た
の
は
、
双
用
犂
が
発
明
さ
れ
て
百

一
年
目
、
会
社
が
で
き
て
九
九
年
と

い
う
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
サ
ブ
・
テ

ー
マ
を
「
耕
心
者
百
世
之
師
」（
こ
う

し
ん
は
、
ひ
ゃ
く
せ
い
の
し
）
と
し

た
の
は
、
土
を
耕
す
、
あ
る
い
は
自

ら
の
心
を
耕
す
と
い
う
こ
と
は
、
百

年
も
経
っ
て
も
、
ま
た
も
っ
と
も
っ

と
経
っ
て
も
永
久
に
師
で
あ
る
と
い

う
意
味
あ
い
を
込
め
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
▼
明
治
の
御
一
新
時
代
に
農

業
は
ど
ん
な
係
り
合
い
が
あ
っ
た
か
、

そ
の
時
に
現
在
で
い
う
農
水
省
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
指
導
し
て
い
た
時

代
な
の
か
▼
本
当
に
植
物
あ
る
い
は

植
物
が
欲
し
て
い
る
よ
う
な
農
業
技

術
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
や
っ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
、
も
っ
と
も
っ
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
▼
平
成
十
四

年
度
の
予
算
編
成
の
要
求
額
か
ら
の

最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
あ
り
ま
す
野

菜
関
係
、
農
業
機
械
化
の
関
係
の
あ

ら
ま
し
等
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
中

心
に
多
く
の
項
目
を
上
げ
ら
れ
細
か

に
解
り
や
す
く
説
明
さ
れ
最
後
に

「
こ
れ
か
ら
の
農
作
業
の
あ
り
方
」
と

し
て
五
点

○
稲
の
耐
寒
性
と
耐
暑
性

○
品
種
改
良
に
よ
る
負
の
要
素

○
作
物
と
耕
盤

○
土
壌
環
境

○
土
を
い
た
わ
る

を
あ
げ
ら
れ
講
演
を
終
了
さ
れ
た
。

平
成
十
四
年
二
月
一
日
（
金
）
協

同
サ
ー
ビ
ス
二
階
ホ
ー
ル
に
於
い
て

理
事
会
、
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
平

成
十
三
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
報

告
（
会
計
監
査
報
告
）
と
平
成
十
四

年
度
事
業
計
画
と
同
年
の
予
算
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
、
出
席
者
全
員
の
承

認
を
得
て
終
了
さ
れ
た
。

平
成
十
四
年
度
入
社
の
松
山
株
式
会

社
新
入
社
員
が
四
月
一
日
（
月
）
に

記
念
館
を
訪
れ
、
創
業
以
来
の
歴
史

を
研
修
さ
れ
た
。

第
十
回
　
文
化
講
演
会
開
催

第
十
二
回
理
事
会
・
第
十
三
回

評
議
員
会
開
催

新
入
社
員
の
見
学

編
　
集
　
後
　
記

平
成
十
三
年
度
当
館
見
学
者

逝
去
の
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す


