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はは
じじ
めめ
にに  

  

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
（
以
下
、
琵
琶
湖
文
化
館
と
表
記
）
は
一
九
六
一
年
（
昭

和
三
六
）
三
月
二
〇
日
、
大
津
市
打
出
浜
に
竣
開
（
竣
工
と
同
時
に
開
館
）
し
た
。

二
〇
二
一
年
＝
令
和
三
年
、
開
館
六
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
が
二
〇
〇
八
年
（
平

成
二
〇
）
四
月
か
ら
休
館
中
の
状
態
で
あ
り
、
多
く
の
県
民
か
ら
再
開
館
の
日
を
待

ち
望
ま
れ
て
い
る
。 

二
〇
二
一
年
（
令
和
三
）
三
月
、
滋
賀
県
は
「
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本

計
画
」（
一
）

を
策
定
し
、
現
「
琵
琶
湖
文
化
館
」
の
記
憶
や
取
り
組
み
を
継
承
す
る
新

た
な
施
設
を
大
津
市
浜
大
津
五
丁
目
に
建
設
（
二
）

し
て
二
〇
二
七
年
（
令
和
九
）
の

開
館
を
目
指
す
（
三
）

基
本
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。 

今
後
、
基
本
計
画
に
沿
っ
て
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
の
開
設
準
備
を
進
め

て
い
く
中
で
、
新
館
の
基
本
理
念
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
「
近
江
の
文
化
財
で
“
つ

な
ぐ
” 

“
ひ
ら
く
”
未
来
の
滋
賀
」
と
し
て
掲
げ
、
悠
久
の
時
間
の
中
で
育
み
受
け

継
が
れ
て
き
た
近
江
の
文
化
財
を
確
実
に
継
承
し
な
が
ら
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と

で
、
①
人
と
地
域
、
②
歴
史
と
未
来
、
③
滋
賀
と
世
界
を
つ
な
ぎ
、「
心
豊
か
で
持
続

可
能
な
滋
賀
」
を
開
く
博
物
館
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
四
）

。
滋
賀
の
歴
史
風
土
の

中
、
地
域
主
体
で
守
ら
れ
て
き
た
文
化
財
を
次
世
代
へ
受
け
継
ぐ
た
め
の
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
打
ち
出
し
、
地
域
に
寄
り
添
う
活
動
を
目
指
し
て
い
る

の
が
最
大
の
特
色
で
あ
ろ
う
。 

 

基
本
計
画
の
公
表
後
、
県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
施
設
や
機
能
・
活
動
な
ど
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
、
ご
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
二
〇
二
一

年
（
令
和
三
）
滋
賀
県
議
会
九
月
会
議
に
お
い
て
、
新
館
の
館
名
な
ど
に
つ
い
て
問

う
自
民
党
代
表
質
問
（
質
問
者
・
桑
野
仁
議
員
）
が
行
わ
れ
た
。
知
事
は
新
し
い
文

化
館
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
上
で
館
名
は
大
変
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
つ
つ
、

「
『
文
化
館
』
と
い
う
呼
称
は
残
し
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
（
五
）

。
ま
た
同

時
に
、
名
称
の
決
め
方
に
つ
い
て
は
「
県
民
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、『
み
ん
な
で
決
め

て
い
く
』
と
い
っ
た
視
点
も
重
視
し
た
い
」
と
も
発
言
し
て
お
り
、
県
と
し
て
新
館

の
設
置
・
管
理
条
例
制
定
ま
で
の
し
か
る
べ
き
時
期
に
、
幅
広
く
意
見
を
聴
取
す
る

プ
ロ
セ
ス
を
想
定
し
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
新
館
準
備
に
向
け
た
現
状
で
の
動
向
を
背
景
に
、
改
め
て
現
在
の
琵
琶

湖
文
化
館
の
開
館
期
に
遡
っ
て
、
創
建
の
理
念
と
「
琵
琶
湖
文
化
館
」
と
い
う
館
名

の
由
来
に
つ
い
て
振
り
返
り
た
い
。
新
館
の
理
念
は
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
館

名
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
県
民
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
く
段
階
で
も
あ
り
、
自
由

な
議
論
が
行
わ
れ
る
た
め
の
一
助
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 
一一
、、
琵琵
琶琶
湖湖
文文
化化
館館
創創
建建
のの
理理
念念  

  

琵
琶
湖
文
化
館
創
建
の
理
念
と
基
本
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
（
昭
和

三
五
）
一
一
月
三
日
に
行
わ
れ
た
定
礎
祭
の
際
に
納
入
さ
れ
た
金
属
板
の
銘
文
に
、

琵琵
琶琶
湖湖
文文
化化
館館
創創
建建
のの
理理
念念
とと
館館
名名
にに
つつ
いい
てて  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井 

上 
 

優 

琵
琶
湖
文
化
館
創
建
の
理
念
と
館
名
に
つ
い
て

井
　

上
　 

優
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次
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
（
／
は
改
行
箇
所
を
示
す
。
本
論
中
、
以
下
同
様
に
示

す
）（
六
）

。 

 
 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館 

 

滋
賀
県
は
本
邦
の
中
枢
に
位
し
琵
琶
湖
を
た
た
え
水
陸
の
要
衝
と
し
／
て
夙 

に
ひ
ら
け
天
智
天
皇
の
大
化
の
改
新
を
は
じ
め
比
叡
山
に
於
／
け
る
天
台
宗 

の
開
創
等
文
化
史
上
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
／
い
る
。 

 

こ
の
貴
重
な
偉
績
を
顕
彰
、
保
護
し
産
業
文
化
の
発
展
を
琵
／
琶
湖
の
観
光 

に
寄
与
す
る
た
め
各
界
の
協
力
を
得
て
漣
よ
せ
る
景
／
勝
の
湖
畔
に
歴
史
博 

物
館
、
文
化
財
受
托
庫
、
美
術
館
、
水
族
館
／
及
展
望
閣
等
の
施
設
を
か
ね 

た
文
化
館
の
建
設
を
昭
和
三
十
四
年
／
二
月
発
企
し
、
昭
和
三
十
五
年
三
月 

滋
賀
県
議
会
の
議
決
を
経
て
／
着
工
し
た
。
銘
に
曰
く 

 
 

 

山
紫
水
明 

文
化
発
祥 

 
 

 

遺
烈
景
仰 

日
新
月
闢 

 
 

昭
和
三
十
五
年
十
一
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 

滋
賀
県
知
事 

谷
口
久
次
郎 

識 

た
だ
し
、
銘
文
と
い
う
性
格
上
、
短
い
漢
文
調
の
文
体
で
端
的
に
記
そ
う
と
し
た

あ
ま
り
、
必
ず
し
も
わ
か
り
易
い
文
章
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
知
事
の
名
の
も
と
で
、

お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

琵
琶
湖
文
化
館
の
理
念
（
設
立
目
的
） 

（
１
）
日
本
文
化
史
上
、
重
要
な
滋
賀
県
の
「
偉
績
」
を
顕
彰
し
、
保
護
す
る
こ 

と
。 

（
２
）
琵
琶
湖
の
観
光
に
寄
与
す
る
こ
と
。 

琵
琶
湖
文
化
館
の
機
能
（
施
設
） 

（
１
）
歴
史
博
物
館 

（
２
）
文
化
財
受
托
庫 

（
３
）
美
術
館 

（
４
）
水
族
館 

（
５
）
展
望
閣 

「
偉
績
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
厳
密
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
先

人
の
偉
大
な
業
績
と
い
う
こ
と
で
、
天
智
天
皇
の
近
江
大
津
宮
や
比
叡
山
に
お
け
る

天
台
宗
の
開
創
な
ど
を
含
む
、
滋
賀
県
の
歴
史
全
般
や
歴
史
の
結
晶
と
し
て
の
文
化

財
な
ど
を
示
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。「
遺
跡
」
と
い
う
同
音
類
義
語
を
意
識

し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
ん
に
ち
い
う
と
こ
ろ
の
「
歴
史
遺
産
」
な
ど
の
用
語

に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
滋
賀
県
固

有
の
歴
史
文
化
の
顕
彰
、
お
よ
び
貴
重
な
文
化
財
の
保
護
こ
そ
が
琵
琶
湖
文
化
館
設

立
の
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
。 

あ
わ
せ
て
、
琵
琶
湖
の
観
光
に
寄
与
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
湖
畔
の
景
勝

地
に
所
在
し
、
湖
上
に
そ
び
え
る
特
異
な
建
築
と
す
る
の
だ
か
ら
、
観
光
に
寄
与
す

る
こ
と
へ
の
期
待
は
必
然
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
現
在
、
浜
大
津
港
の
隣
接

地
に
建
設
予
定
の
新
文
化
館
基
本
計
画
に
お
い
て
も
「
文
化
観
光
拠
点
と
な
る
ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
七
）

。
文
化
財

保
護
と
観
光
寄
与
、

そ
の
二
つ
の
目
的
を

十
全
に
果
た
し
て
い

く
こ
と
が
琵
琶
湖
文

化
館
創
建
の
理
念
で

あ
っ
た
と
と
も
に
、

六
〇
年
の
時
を
隔
て

つ
つ
、
新
文
化
館
に

も
同
じ
役
割
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
新
文

化
館
に
お
い
て
は
、

そ
れ
に
加
え
て
「
地

域
の
文
化
財
の
サ
ポ
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ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
時
代
の
変
化
に
応
じ
た
新
し
い
機
能
が
加
え
ら
れ
て
い
る

（
八
）

も
の
の
、
新
旧
琵
琶
湖
文
化
館
の
理
念
は
、
最
も
基
本
的
な
部
分
で
変
わ
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
九
）

。 

琵
琶
湖
文
化
館
創
建
時
の
施
設
の
機
能
は
、
①
歴
史
博
物
館
、
②
文
化
財
受
托
（
託
）

庫
、
③
美
術
館
、
④
水
族
館
、
⑤
展
望
閣
、
の
順
に
列
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
順

序
は
、
当
時
琵
琶
湖
文
化
館
に
求
め
ら
れ
た
役
割
の
重
要
度
に
等
し
く
、
か
つ
設
立

の
経
緯
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。 

そ
う
断
定
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
歴
史
的
経
緯
を
根
拠
に
論
じ
た
い
。 

ま
ず
第
一
に
、
創
建
時
の
谷
口
久
次
郎
県
知
事
が
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
一

一
月
の
知
事
選
挙
時
に
公
約
と
し
て
博
物
館
の
建
設
を
掲
げ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

史
料
と
し
て
は
、
「
昭
和
三
十
五
年
二
月
定
例
滋
賀
県
議
会
会
議
録
（
第
二
号
）
」
が

あ
る
（
一
〇
）

。
丹
波
重
蔵
議
員
か
ら
（
仮
称
）
観
光
文
化
館
計
画
の
全
貌
に
つ
い
て
質

問
さ
れ
た
谷
口
知
事
の
答
弁
と
し
て
、 

本
館
と
し
て
私
が
最
初
公
約
の
中
に
も
う
た
つ
て
お
り
ま
し
た
、
滋
賀
県
に
は 

非
常
に
た
く
さ
ん
の
文
化
財
を
持
つ
て
お
り
、
そ
れ
が
全
く
野
放
し
の
状
態
に 

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
十
分
に
保
存
し
得
る
よ
う
な
方
法
を
講
ず
る
た
め
に
、
一 

つ
の
い
わ
ゆ
る
博
物
館
的
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
の
点
と
、
そ
れ
に 

伴
う
美
術
的
な
も
の
を
共
に
そ
こ
に
展
観
し
て
、
そ
う
し
て
滋
賀
県
の
そ
う
し 

た
も
の
に
対
す
る
文
化
的
な
向
上
を
は
か
つ
て
い
く
と
言
う
こ
と
は
、
大
体
本 

館
に
お
い
て
結
末
が
つ
く
の
で
あ
り
ま
す 

と
い
う
発
言
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
事
公
約
の
素
志
と
し
て
は
文
化

財
を
保
存
す
る
た
め
の
博
物
館
で
あ
っ
た
が
、
知
事
就
任
後
に
近
代
美
術
の
展
観
を

行
う
美
術
館
を
併
設
す
る
構
想
が
生
ま
れ
て
、
そ
れ
ら
は
「
本
館
」
の
建
築
の
中
で

完
結
す
る
見
通
し
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
「
結
末
」
が
つ
か
な
い
の
は
何
か
と

い
え
ば
、
知
事
答
弁
の
中
で
谷
口
の
口
か
ら
、 

あ
る
い
は
水
族
館
を
付
設
す
る
と
か
な
ん
と
か
い
う
構
想
も
あ
り
ま
す 

と
い
う
部
分
で
あ
ろ
う
。
為
政
者
で
あ
る
知
事
自
身
が
「
と
か
な
ん
と
か
」
と
他
人

事
の
よ
う
に
言
わ
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
水
族
館
」
構
想
が
、
も
と
よ
り
谷
口
本
人
の

ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
出
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。 

滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
の
後
継
施
設
と
し
て
、
文
化
財
を
保
存
活
用
す
る
①
歴
史

博
物
館
と
②
文
化
財
受
託
庫
を
設
け
る
と
い
う
の
が
、
谷
口
久
次
郎
に
よ
る
本
来
の

構
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
こ
に
③
美
術
館
、
④
水
族
館
、
⑤
展
望
閣
の
構
想

を
付
加
し
た
人
物
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。 

結
論
か
ら
示
せ
ば
、
そ
の
人
物
こ
そ
初
代
琵
琶
湖
文
化
館
館
長
と
な
る
草
野
文
男

で
あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
記
事
（
一
一
）

に
谷
口
知
事
が
次
年
度
当
初
予
算
査
定
後
に
行

っ
た
記
者
会
見
の
中
で
「
文
化
財
を
保
管
す
る
も
の
を
、
と
考
え
て
い
た
が
、
い
ろ

い
ろ
な
関
係
で
観
光
文
化
館
と
い
う
形
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
語
っ
た
こ

と
が
報
じ
ら
れ
、「
知
事
が
（
草
野
）
館
長
の
精
力
的
な
活
動
ぶ
り
に
押
し
切
ら
れ
た

形
だ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
デ
ィ
ア
マ
ン
を
も
っ
て
鳴
る
草
野
館
長
が
、
服
部

岩
吉
元
知
事
や
谷
口
知
事
の
素
案
を
は
る
か
に
超
え
る
発
想
を
抱
き
、
一
人
の
熱
意

と
実
行
力
を
も
っ
て
水
族
館
や
展
望
閣
を
備
え
た
「(

仮
称)

滋
賀
県
観
光
文
化
館
」

の
実
現
に
漕
ぎ
着
け
た
事
実
は
、
当
時
の
県
民
か
ら
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

以
上
、
谷
口
久
次
郎
に
よ
る
定
礎
祭
銘
文
お
よ
び
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
、
琵
琶

湖
文
化
館
創
建
の
基
本
的
理
念
と
目
的
、
お
よ
び
施
設
に
期
待
さ
れ
た
機
能
の
概
要

が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
理
念
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い

う
べ
き
も
の
で
、
し
か
も
や
や
時
代
が
か
っ
た
文
章
で
あ
る
た
め
、
意
味
も
読
み
と

り
に
く
い
。
一
九
九
四
年
（
平
成
六
）
に
琵
琶
湖
文
化
館
が
編
集
発
行
し
た
『
滋
賀

県
立
琵
琶
湖
文
化
館
要
覧
』
に
は
当
時
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
概

要
を
以
下
の
よ
う
に
現
代
的
に
ま
と
め
直
し
て
い
る
（
一
二
）

。 
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滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
は
、
大
津
市
打
出
浜
の
湖
中
に
建
つ
和
城
様
式 

６
階
３
層
建
の
総
合
博
物
館
で
あ
る
。 

滋
賀
県
は
山
紫
水
明
の
言
葉
ど
お
り
、
豊
か
な
自
然
を
背
景
に
古
く
か
ら 

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
展
開
し
、
全
国
で
も
／
有
数
の
文
化
財
保
有
県
と
な
っ 
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ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
時
代
の
変
化
に
応
じ
た
新
し
い
機
能
が
加
え
ら
れ
て
い
る

（
八
）

も
の
の
、
新
旧
琵
琶
湖
文
化
館
の
理
念
は
、
最
も
基
本
的
な
部
分
で
変
わ
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
九
）

。 

琵
琶
湖
文
化
館
創
建
時
の
施
設
の
機
能
は
、
①
歴
史
博
物
館
、
②
文
化
財
受
托
（
託
）

庫
、
③
美
術
館
、
④
水
族
館
、
⑤
展
望
閣
、
の
順
に
列
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
順

序
は
、
当
時
琵
琶
湖
文
化
館
に
求
め
ら
れ
た
役
割
の
重
要
度
に
等
し
く
、
か
つ
設
立

の
経
緯
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。 

そ
う
断
定
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
歴
史
的
経
緯
を
根
拠
に
論
じ
た
い
。 

ま
ず
第
一
に
、
創
建
時
の
谷
口
久
次
郎
県
知
事
が
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
一

一
月
の
知
事
選
挙
時
に
公
約
と
し
て
博
物
館
の
建
設
を
掲
げ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

史
料
と
し
て
は
、
「
昭
和
三
十
五
年
二
月
定
例
滋
賀
県
議
会
会
議
録
（
第
二
号
）
」
が

あ
る
（
一
〇
）

。
丹
波
重
蔵
議
員
か
ら
（
仮
称
）
観
光
文
化
館
計
画
の
全
貌
に
つ
い
て
質

問
さ
れ
た
谷
口
知
事
の
答
弁
と
し
て
、 

本
館
と
し
て
私
が
最
初
公
約
の
中
に
も
う
た
つ
て
お
り
ま
し
た
、
滋
賀
県
に
は 

非
常
に
た
く
さ
ん
の
文
化
財
を
持
つ
て
お
り
、
そ
れ
が
全
く
野
放
し
の
状
態
に 

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
十
分
に
保
存
し
得
る
よ
う
な
方
法
を
講
ず
る
た
め
に
、
一 

つ
の
い
わ
ゆ
る
博
物
館
的
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
の
点
と
、
そ
れ
に 

伴
う
美
術
的
な
も
の
を
共
に
そ
こ
に
展
観
し
て
、
そ
う
し
て
滋
賀
県
の
そ
う
し 

た
も
の
に
対
す
る
文
化
的
な
向
上
を
は
か
つ
て
い
く
と
言
う
こ
と
は
、
大
体
本 

館
に
お
い
て
結
末
が
つ
く
の
で
あ
り
ま
す 

と
い
う
発
言
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
事
公
約
の
素
志
と
し
て
は
文
化

財
を
保
存
す
る
た
め
の
博
物
館
で
あ
っ
た
が
、
知
事
就
任
後
に
近
代
美
術
の
展
観
を

行
う
美
術
館
を
併
設
す
る
構
想
が
生
ま
れ
て
、
そ
れ
ら
は
「
本
館
」
の
建
築
の
中
で

完
結
す
る
見
通
し
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
「
結
末
」
が
つ
か
な
い
の
は
何
か
と

い
え
ば
、
知
事
答
弁
の
中
で
谷
口
の
口
か
ら
、 

あ
る
い
は
水
族
館
を
付
設
す
る
と
か
な
ん
と
か
い
う
構
想
も
あ
り
ま
す 

と
い
う
部
分
で
あ
ろ
う
。
為
政
者
で
あ
る
知
事
自
身
が
「
と
か
な
ん
と
か
」
と
他
人

事
の
よ
う
に
言
わ
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
水
族
館
」
構
想
が
、
も
と
よ
り
谷
口
本
人
の

ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
出
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。 

滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
の
後
継
施
設
と
し
て
、
文
化
財
を
保
存
活
用
す
る
①
歴
史

博
物
館
と
②
文
化
財
受
託
庫
を
設
け
る
と
い
う
の
が
、
谷
口
久
次
郎
に
よ
る
本
来
の

構
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
こ
に
③
美
術
館
、
④
水
族
館
、
⑤
展
望
閣
の
構
想

を
付
加
し
た
人
物
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。 

結
論
か
ら
示
せ
ば
、
そ
の
人
物
こ
そ
初
代
琵
琶
湖
文
化
館
館
長
と
な
る
草
野
文
男

で
あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
記
事
（
一
一
）

に
谷
口
知
事
が
次
年
度
当
初
予
算
査
定
後
に
行

っ
た
記
者
会
見
の
中
で
「
文
化
財
を
保
管
す
る
も
の
を
、
と
考
え
て
い
た
が
、
い
ろ

い
ろ
な
関
係
で
観
光
文
化
館
と
い
う
形
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
語
っ
た
こ

と
が
報
じ
ら
れ
、「
知
事
が
（
草
野
）
館
長
の
精
力
的
な
活
動
ぶ
り
に
押
し
切
ら
れ
た

形
だ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
デ
ィ
ア
マ
ン
を
も
っ
て
鳴
る
草
野
館
長
が
、
服
部

岩
吉
元
知
事
や
谷
口
知
事
の
素
案
を
は
る
か
に
超
え
る
発
想
を
抱
き
、
一
人
の
熱
意

と
実
行
力
を
も
っ
て
水
族
館
や
展
望
閣
を
備
え
た
「(

仮
称)

滋
賀
県
観
光
文
化
館
」

の
実
現
に
漕
ぎ
着
け
た
事
実
は
、
当
時
の
県
民
か
ら
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

以
上
、
谷
口
久
次
郎
に
よ
る
定
礎
祭
銘
文
お
よ
び
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
、
琵
琶

湖
文
化
館
創
建
の
基
本
的
理
念
と
目
的
、
お
よ
び
施
設
に
期
待
さ
れ
た
機
能
の
概
要

が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
理
念
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い

う
べ
き
も
の
で
、
し
か
も
や
や
時
代
が
か
っ
た
文
章
で
あ
る
た
め
、
意
味
も
読
み
と

り
に
く
い
。
一
九
九
四
年
（
平
成
六
）
に
琵
琶
湖
文
化
館
が
編
集
発
行
し
た
『
滋
賀

県
立
琵
琶
湖
文
化
館
要
覧
』
に
は
当
時
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
概

要
を
以
下
の
よ
う
に
現
代
的
に
ま
と
め
直
し
て
い
る
（
一
二
）

。 
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葉
ど
お
り
、
豊
か
な
自
然
を
背
景
に
古
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、
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／
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な
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て
い
る
。
ま
た
わ
が
国
最
大
の
湖
で
あ
る
琵
琶
湖
は
、
淡
水
魚
介
類
を
は
じ 

め
水
生
動
／
植
物
の
宝
庫
と
も
な
っ
て
い
る
。 

 
 

本
館
は
、
／
こ
の
よ
う
な
滋
賀
県
の
歴
史
と
文
化
を
広
く
紹
介
す
る
と
と 

も
に
、
日
本
産
淡
水
魚
の
３
分
の
１
を
占
め
る
と
い
う
琵
琶
湖
の
魚
類
を
展 

示
紹
介
す
る
博
物
館
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
調
査
、
研
究
、
飼
育
、
展
示
、
普 

及
と
い
っ
た
活
動
を
通
し
て
、
県
内
外
の
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
。 

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
）
の
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
開
館
に
よ
る
近
代
美
術
部

門
転
出
後
、
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）
の
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
開
館
に
よ
る

水
族
部
門
の
転
出
に
至
る
ま
で
の
琵
琶
湖
文
化
館
の
概
要
を
端
的
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
文
章
か
ら
さ
ら
に
「
淡
水
魚
類
の
展
示
紹
介
」
に
関
す
る
記
述
を
除
け
ば
、
一

九
九
七
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
琵
琶
湖
文
化
館
の
姿
が
明
ら
か
で
あ
る
。
滋
賀

県
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介
し
、
全
国
有
数
の
文
化
財
を
展
示
公
開
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
の
調
査
、
研
究
、
普
及
と
い
っ
た
活
動
を
通
し
て
、
県
内
外
の
人
々
か
ら
親

し
ま
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
現
在
の
琵
琶
湖
文
化
館
の
理
念
と
機
能
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
理
念
の
本
質
は
創
建
期
か
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

  二二
、、
琵琵
琶琶
湖湖
文文
化化
館館
建建
設設
のの
牽牽
引引
者者
・・
草草
野野
文文
男男  

 

琵
琶
湖
文
化
館
の
創
建
を
現
場
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
力
強
く
牽
引
し
た
立
役
者
が
、

草
野
文
男
（
一
九
〇
六
～
一
九
八
五
）
で
あ
る
。
草
野
は
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）

に
滋
賀
県
東
浅
井
郡
上
草
野
村
大
字
鍛
冶
屋
（
現
長
浜
市
）
で
生
ま
れ
た
。
地
元
の

尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
独
学
で
普
通
文
官
試
験
（
判
任
文
官
の
任
用
資
格
を

得
る
た
め
の
国
家
試
験
）
に
合
格
し
て
滋
賀
県
庁
に
勤
務
。
戦
時
期
に
は
栗
太
野
洲

地
方
事
務
所
長
な
ど
を
歴
任
す
る
が
、
兵
事
厚
生
課
長
在
任
中
の
一
九
四
五
年
（
昭

和
二
〇
）
一
二
月
、
敗
戦
の
責
任
を
感
じ
て
一
た
び
県
を
退
官
し
た
。 

 

そ
の
後
、
一
九
四
七
年
に
は
小
林
郁
市
長
に
請
わ
れ
て
彦
根
市
助
役
に
就
任
す
る

も
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
秋
、
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
（
琵
琶
湖
文
化
館
の 

前
身
施
設
）
の
開
館
準
備
に
あ
た
っ
て
服
部
岩
吉
知
事
の
頼
み
で
建
設
担
当
者
と
し

て
県
職
復
帰
し
て
い
る
（
一
三
）

。
服
部
は
戦
時
期
の
翼
賛
体
制
下
で
国
政
か
ら
身
を
引

き
、
地
元
で
あ
る
栗
太
郡
金
勝
村
の
村
長
と
し
て
地
方
自
治
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、

そ
の
と
き
県
の
出
先
機
関
で
あ
っ
た
栗
太
野
洲
地
方
事
務
所
長
の
草
野
文
男
と
知
り

合
う
。
総
動
員
体
制
の
も
と
、
米
の
供
出
問
題
な
ど
を
巡
っ
て
両
者
が
対
立
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
服
部
は
激
し
い
や
り
と
り
の
中
で
草
野
の
能
力
の
高
さ
を

評
価
す
る
に
至
っ
た
ら
し
い
。
服
部
は
「
草
野
に
は
計
画
性
が
あ
る
」（
一
四
）

と
考
え
、

新
し
い
県
立
産
業
文
化
館
建
設
主
任
者
と
し
て
招
聘
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

草
野
に
は
計
画
性
と
と
も
に
、
実
行
力
が
伴
っ
て
い
た
。
一
九
四
八
年
一
二
月
一

五
日
付
け
で
県
立
産
業
文
化
館
の
初
代
館
長
と
な
っ
た
草
野
は
、
宇
野
茂
樹
学
芸
員

（
文
化
係
長
）
を
擁
し
て
重
要
文
化
財
の
公
開
や
博
物
館
相
当
施
設
と
し
て
の
指
定

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
（
美
術
工
芸
品
の
購
入
、
文
化
財

の
受
託
）
、
宗
教
画
家
・
杉
本
哲
郎
に
よ
る
大
壁
画
の
制
作
な
ど
を
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
も
と
に
実
現
し
て
い
く
。
昭
和
三
〇
年
の
段
階
で
、
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館

は
国
立
三
館
（
東
京
・
京
都
・
奈
良
）
お
よ
び
鎌
倉
国
宝
館
と
並
ん
で
「
国
宝
重
要

 

草草野野文文男男（1906～85） 
琵琶湖文化館の建設を強力に推進し、

初代館長となった。 
（草野文嗣氏提供） 
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文
化
財
の
自
由
搬
入
を
承
認
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
（
一
五
）

。
こ
れ
は

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
重
要
文
化
財
公
開
許
可
制
度
（
一
六
）

の
た
だ
し
書
き
規
定

「
但
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
化
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
博
物
館
そ
の
他
の
施
設
に

お
い
て
、
文
化
庁
長
官
以
外
の
国
の
機
関
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
主
催
す
る
場
合

は
、
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。
」
に
基
づ
く
、
い
わ
ゆ
る
公

開
承
認
施
設
の
認
定
初
例
五
館
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
産
業

の
振
興
と
文
化
の
向
上
と
い
う
二
大
方
針
で
、
し
か
も
産
業
振
興
に
重
き
を
置
い
て

開
館
し
た
産
業
文
化
館
は
、
実
際
の
活
動
の
中
で
は
次
第
に
文
化
部
へ
と
ウ
エ
イ
ト

を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
（
一
七
）

が
、
そ
れ
は
多
分
に
服
部
知
事
の
志
向
を

背
景
に
草
野
館
長
が
実
行
力
を
発
揮
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
に
開
館
六
年
を
越
え
、
草
野
館
長
の
も
と
実
質
の
博

物
館
と
し
て
順
調
に
活
動
を
広
げ
て
い
た
県
立
産
業
文
化
館
に
突
然
の
危
機
が
訪
れ

る
。
同
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
滋
賀
県
知
事
選
挙
で
現
職
の
服
部
岩
吉
が
敗
れ
、
服

部
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
森
幸
太
郎
が
当
選
し
た
の
だ
が
、
一
二
月
一
〇
日
に
就
任
し

た
新
知
事
・
森
は
早
速
人
事
の
更
迭
を
断
行
す
る
と
と
も
に
、
服
部
県
政
全
般
に
亘

っ
て
事
業
の
打
ち
切
り
や
「
修
正
」
に
着
手
し
た
（
一
八
）

。
産
業
文
化
館
に
つ
い
て
は

知
事
就
任
後
初
の
一
二
月
県
議
会
で
用
途
転
用
し
て
旧
武
徳
会
関
係
者
に
返
還
（
一
九
）

す
る
こ
と
を
提
案
、
一
二
月
二
一
日
に
議
決
さ
れ
て
文
化
財
の
収
蔵
・
展
示
場
所
が

に
わ
か
に
失
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
対
す
る
草
野
館
長
は
即
日
「
惜
別
報
謝
式
」

を
執
行
す
る
や
、
歳
末
の
慌
た
だ
し
い
中
、
昼
夜
兼
行
で
陳
列
施
設
を
滋
賀
会
館
内

三
階
フ
ロ
ア
に
移
転
改
設
。
一
二
月
三
十
一
日
に
収
蔵
品
を
転
入
し
、
翌
一
九
五
五

年
（
昭
和
三
〇
）
元
日
か
ら
滋
賀
会
館
で
「
松
竹
梅
展
」
を
開
催
（
二
〇
）

し
て
意
地
を

見
せ
た
。
筆
者
は
当
時
産
業
文
化
館
の
学
芸
員
で
あ
っ
た
宇
野
茂
樹
氏
（
一
九
二
一

～
二
〇
一
八
）
の
こ
の
時
は
「
本
当
に
大
変
だ
っ
た
ん
だ
よ
」
と
い
う
生
々
し
い
回

顧
談
を
記
憶
し
て
い
る
。 

産
業
文
化
館
本
館
の
用
途
転
用
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
一
二

月
二
五
日
か
ら
翌
年
二
月
二
〇
日
に
か
け
て
、
転
用
を
憂
慮
し
地
方
博
物
館
と
し
て

の
機
能
強
化
を
訴
え
る
各
種
団
体
（
滋
賀
県
美
術
協
会
長
野
添
平
米
、
滋
賀
県
観
光

連
盟
会
長
上
原
茂
次
、
滋
賀
県
神
社
庁
長
平
田
貫
一
、
石
山
寺
座
主
鷲
尾
光
遍
、
滋

賀
県
文
化
財
保
護
連
盟
会
長
井
伊
直
愛
、
滋
賀
文
学
会
長
木
村
緑
生
、
滋
賀
県
教
育

会
長
、
県
立
短
期
大
学
長
、
県
・
大
津
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
長
、
滋
賀
県
仏
教
会

会
長
、
天
台
座
主
ら
）
か
ら
多
く
の
請
願
が
知
事
や
県
議
会
に
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら

を
受
け
一
九
五
五
年
一
一
月
一
七
日
付
け
で
県
立
滋
賀
会
館
長
兼
産
業
文
化
館
長
草

野
文
男
が
森
知
事
に
対
し
「
産
業
文
化
館
の
存
置
を
懇
請
す
る
要
旨
（
親
展
）
」
を
提

出
し
た
（
二
一
）

が
、
森
知
事
在
任
中
は
事
態
が
好
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
の
み
な

ら
ず
、
翌
一
九
五
六
年
四
月
一
日
の
人
事
異
動
で
草
野
文
男
は
県
立
短
期
大
学
事
務

部
長
に
転
出
を
命
じ
ら
れ
、
森
知
事
時
代
を
短
大
で
不
本
意
な
が
ら
も
改
革
や
人
員

整
理
な
ど
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
（
二
二
）

過
ご
す
こ
と
と
な
る
。 

産
業
文
化
館
の
縮
小
移
転
か
ら
事
態
が
好
転
す
る
の
は
、
一
九
五
八
年
（
昭
和
三

三
）
一
一
月
三
〇
日
の
県
知
事
選
挙
で
現
職
の
森
幸
太
郎
が
敗
れ
、
服
部
前
知
事
が

支
持
す
る
谷
口
久
次
郎
が
当
選
し
て
か
ら
で
あ
る
。
翌
一
九
五
九
年
二
月
一
日
、
草

野
文
男
は
再
び
県
立
滋
賀
会
館
長
兼
産
業
文
化
館
長
の
辞
令
を
受
け
て
館
長
職
に
復

帰
し
た
。
そ
こ
か
ら
が
、「
頭
の
切
れ
る
鼻
切
れ
牛
」（
二
三
）

と
も
評
さ
れ
た
敏
腕
・
草

野
に
よ
る
本
領
発
揮
の
舞
台
の
幕
明
け
と
な
る
。
草
野
は
早
く
も
着
任
し
た
二
月
中

に
「
湖
水
に
映
ゆ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
天
守
閣
様
式
の
綜
合
文
化
館
建
設
計

画
を
発
企
」
し
た
（
二
四
）

。
琵
琶
湖
の
湖
上
に
突
き
出
た
立
地
で
、
近
世
城
郭
の
天
守

の
よ
う
な
外
観
を
備
え
た
「
総
合
的
な
」
文
化
館
を
建
設
す
る
構
想
が
、
す
で
に
草

野
文
男
の
脳
裏
に
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
総
合
的
」
な
新
館
の
内
容

に
つ
い
て
も
早
期
の
段
階
か
ら
次
の
よ
う
な
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
た
よ
う
で

あ
る
。 昭

和
三
十
四
年
二
月
一
日
命
に
よ
り
再
び
滋
賀
会
館
と
、
産
業
文
化
館
の
仕
事 

に
携
る
こ
と
に
な
つ
た
私
は
、
琵
琶
湖
に
新
し
い
景
観
を
添
へ
、
そ
う
し
て
湖 

水
の
美
し
さ
と
、
近
江
文
化
を
た
の
し
く
科
学
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
好
の
も 

と
に
、
博
物
館
、
美
術
館
、
文
化
財
受
托
庫
を
総
合
す
る
文
化
館
を
建
設
す
る
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文
化
財
の
自
由
搬
入
を
承
認
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
（
一
五
）

。
こ
れ
は

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
重
要
文
化
財
公
開
許
可
制
度
（
一
六
）

の
た
だ
し
書
き
規
定

「
但
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
化
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
博
物
館
そ
の
他
の
施
設
に

お
い
て
、
文
化
庁
長
官
以
外
の
国
の
機
関
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
主
催
す
る
場
合

は
、
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。
」
に
基
づ
く
、
い
わ
ゆ
る
公

開
承
認
施
設
の
認
定
初
例
五
館
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
産
業

の
振
興
と
文
化
の
向
上
と
い
う
二
大
方
針
で
、
し
か
も
産
業
振
興
に
重
き
を
置
い
て

開
館
し
た
産
業
文
化
館
は
、
実
際
の
活
動
の
中
で
は
次
第
に
文
化
部
へ
と
ウ
エ
イ
ト

を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
（
一
七
）

が
、
そ
れ
は
多
分
に
服
部
知
事
の
志
向
を

背
景
に
草
野
館
長
が
実
行
力
を
発
揮
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
に
開
館
六
年
を
越
え
、
草
野
館
長
の
も
と
実
質
の
博

物
館
と
し
て
順
調
に
活
動
を
広
げ
て
い
た
県
立
産
業
文
化
館
に
突
然
の
危
機
が
訪
れ

る
。
同
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
滋
賀
県
知
事
選
挙
で
現
職
の
服
部
岩
吉
が
敗
れ
、
服

部
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
森
幸
太
郎
が
当
選
し
た
の
だ
が
、
一
二
月
一
〇
日
に
就
任
し

た
新
知
事
・
森
は
早
速
人
事
の
更
迭
を
断
行
す
る
と
と
も
に
、
服
部
県
政
全
般
に
亘

っ
て
事
業
の
打
ち
切
り
や
「
修
正
」
に
着
手
し
た
（
一
八
）

。
産
業
文
化
館
に
つ
い
て
は

知
事
就
任
後
初
の
一
二
月
県
議
会
で
用
途
転
用
し
て
旧
武
徳
会
関
係
者
に
返
還
（
一
九
）

す
る
こ
と
を
提
案
、
一
二
月
二
一
日
に
議
決
さ
れ
て
文
化
財
の
収
蔵
・
展
示
場
所
が

に
わ
か
に
失
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
対
す
る
草
野
館
長
は
即
日
「
惜
別
報
謝
式
」

を
執
行
す
る
や
、
歳
末
の
慌
た
だ
し
い
中
、
昼
夜
兼
行
で
陳
列
施
設
を
滋
賀
会
館
内

三
階
フ
ロ
ア
に
移
転
改
設
。
一
二
月
三
十
一
日
に
収
蔵
品
を
転
入
し
、
翌
一
九
五
五

年
（
昭
和
三
〇
）
元
日
か
ら
滋
賀
会
館
で
「
松
竹
梅
展
」
を
開
催
（
二
〇
）

し
て
意
地
を

見
せ
た
。
筆
者
は
当
時
産
業
文
化
館
の
学
芸
員
で
あ
っ
た
宇
野
茂
樹
氏
（
一
九
二
一

～
二
〇
一
八
）
の
こ
の
時
は
「
本
当
に
大
変
だ
っ
た
ん
だ
よ
」
と
い
う
生
々
し
い
回

顧
談
を
記
憶
し
て
い
る
。 

産
業
文
化
館
本
館
の
用
途
転
用
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
一
二

月
二
五
日
か
ら
翌
年
二
月
二
〇
日
に
か
け
て
、
転
用
を
憂
慮
し
地
方
博
物
館
と
し
て

の
機
能
強
化
を
訴
え
る
各
種
団
体
（
滋
賀
県
美
術
協
会
長
野
添
平
米
、
滋
賀
県
観
光

連
盟
会
長
上
原
茂
次
、
滋
賀
県
神
社
庁
長
平
田
貫
一
、
石
山
寺
座
主
鷲
尾
光
遍
、
滋

賀
県
文
化
財
保
護
連
盟
会
長
井
伊
直
愛
、
滋
賀
文
学
会
長
木
村
緑
生
、
滋
賀
県
教
育

会
長
、
県
立
短
期
大
学
長
、
県
・
大
津
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
長
、
滋
賀
県
仏
教
会

会
長
、
天
台
座
主
ら
）
か
ら
多
く
の
請
願
が
知
事
や
県
議
会
に
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら

を
受
け
一
九
五
五
年
一
一
月
一
七
日
付
け
で
県
立
滋
賀
会
館
長
兼
産
業
文
化
館
長
草

野
文
男
が
森
知
事
に
対
し
「
産
業
文
化
館
の
存
置
を
懇
請
す
る
要
旨
（
親
展
）
」
を
提

出
し
た
（
二
一
）

が
、
森
知
事
在
任
中
は
事
態
が
好
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
の
み
な

ら
ず
、
翌
一
九
五
六
年
四
月
一
日
の
人
事
異
動
で
草
野
文
男
は
県
立
短
期
大
学
事
務

部
長
に
転
出
を
命
じ
ら
れ
、
森
知
事
時
代
を
短
大
で
不
本
意
な
が
ら
も
改
革
や
人
員

整
理
な
ど
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
（
二
二
）

過
ご
す
こ
と
と
な
る
。 

産
業
文
化
館
の
縮
小
移
転
か
ら
事
態
が
好
転
す
る
の
は
、
一
九
五
八
年
（
昭
和
三

三
）
一
一
月
三
〇
日
の
県
知
事
選
挙
で
現
職
の
森
幸
太
郎
が
敗
れ
、
服
部
前
知
事
が

支
持
す
る
谷
口
久
次
郎
が
当
選
し
て
か
ら
で
あ
る
。
翌
一
九
五
九
年
二
月
一
日
、
草

野
文
男
は
再
び
県
立
滋
賀
会
館
長
兼
産
業
文
化
館
長
の
辞
令
を
受
け
て
館
長
職
に
復

帰
し
た
。
そ
こ
か
ら
が
、「
頭
の
切
れ
る
鼻
切
れ
牛
」（
二
三
）

と
も
評
さ
れ
た
敏
腕
・
草

野
に
よ
る
本
領
発
揮
の
舞
台
の
幕
明
け
と
な
る
。
草
野
は
早
く
も
着
任
し
た
二
月
中

に
「
湖
水
に
映
ゆ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
天
守
閣
様
式
の
綜
合
文
化
館
建
設
計

画
を
発
企
」
し
た
（
二
四
）

。
琵
琶
湖
の
湖
上
に
突
き
出
た
立
地
で
、
近
世
城
郭
の
天
守

の
よ
う
な
外
観
を
備
え
た
「
総
合
的
な
」
文
化
館
を
建
設
す
る
構
想
が
、
す
で
に
草

野
文
男
の
脳
裏
に
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
総
合
的
」
な
新
館
の
内
容

に
つ
い
て
も
早
期
の
段
階
か
ら
次
の
よ
う
な
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
た
よ
う
で

あ
る
。 昭

和
三
十
四
年
二
月
一
日
命
に
よ
り
再
び
滋
賀
会
館
と
、
産
業
文
化
館
の
仕
事 

に
携
る
こ
と
に
な
つ
た
私
は
、
琵
琶
湖
に
新
し
い
景
観
を
添
へ
、
そ
う
し
て
湖 

水
の
美
し
さ
と
、
近
江
文
化
を
た
の
し
く
科
学
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
好
の
も 

と
に
、
博
物
館
、
美
術
館
、
文
化
財
受
托
庫
を
総
合
す
る
文
化
館
を
建
設
す
る
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こ
と
の
構
想
を
描
い
て
見
た
（
二
五
） 

一
方
で
、
谷
口
知
事
が
一
九
五
八
年
一
一
月
の
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
文
化
財
を

保
存
す
る
た
め
の
博
物
館
を
設
立
す
る
公
約
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
述
べ
た
。
だ
が
、
谷
口
の
構
想
は
ま
だ
漠
然
と
し
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
間

違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
二
月
定
例
滋
賀
県
議
会
に

お
い
て
、
文
室
定
次
郎
議
員
が
「
知
事
は
将
来
博
物
館
な
い
し
は
美
術
館
の
建
設
を

県
内
に
設
立
し
よ
う
と
い
う
御
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
」と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、

谷
口
知
事
は
「
県
と
し
て
も
、
博
物
館
と
か
美
術
館
と
い
う
も
の
を
施
設
し
て
、
防

火
の
面
か
ら
い
つ
て
も
保
存
の
面
か
ら
い
つ
て
も
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述

べ
つ
つ
「
今
こ
れ
を
さ
つ
そ
く
設
置
を
し
た
い
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
む
ず
か

し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
」
と
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
、
結
論
と
し
て
は 

今
後
十
分
研
究
を
遂
げ
て
、
で
き
得
る
こ
と
な
ら
ば
何
ら
か
の
方
法
に
よ
つ
て 

一
つ
こ
れ
は
実
現
し
た
い
も
の
と
思
つ
て
お
る
こ
と
を
お
答
え
申
し
上
げ
た
い 

と
思
い
ま
す
。 

と
答
弁
し
て
い
る
（
二
六
）

。
草
野
館
長
の
描
い
た
鮮
や
か
な
「
絵
」
か
ら
の
距
離
は
ま

だ
遠
か
っ
た
。 

と
同
時
に
、
こ
こ
で
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
知
事
就
任
直
後
、
谷
口
知
事

や
知
事
与
党
の
議
員
は
す
で
に
、
古
文
化
財
の
博
物
館
に
加
え
て
近
代
美
術
の
展
観

を
行
う
美
術
館
を
併
設
す
る
考
え
を
当
然
の
よ
う
に
口
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
知
事
や
そ
の
周
辺
人
物
は
早
く
も
草
野
館
長
の
ペ
ー
ス
に
乗
せ
ら
れ

つ
つ
あ
っ
た
と
分
析
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
展

望
閣
（
天
守
閣
）
の
構
想
は
表
に
出
て
い
な
い
し
、
水
族
館
に
つ
い
て
は
草
野
の
構

想
の
中
に
も
現
れ
て
い
な
い
。
草
野
は
「
服
部
（
岩
吉
知
事
）
の
文
化
財
に
対
す
る

意
思
」
を
受
け
継
ぎ
、「
産
業
文
化
館
を
森
（
幸
太
郎
知
事
）
に
つ
ぶ
さ
れ
た
無
念
を
、

自
分
が
晴
ら
そ
う
と
念
願
」（
二
七
）

し
つ
つ
も
、
ア
イ
デ
ィ
ア
マ
ン
と
し
て
の
才
能
を

新
し
く
独
自
に
発
揮
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
琵
琶
湖
文
化

館
の
建
設
は
い
よ
い
よ
実
現
に
向
け
て
動
き
出
す
。 

 

三三
、、「「
滋滋
賀賀
県県
観観
光光
文文
化化
館館
」」
かか
らら
「「
滋滋
賀賀
県県
立立
琵琵
琶琶
湖湖
文文
化化
館館
」」
へへ  

――
琵琵
琶琶
湖湖
文文
化化
館館
のの
命命
名名
をを
めめ
ぐぐ
るる
草草
野野
文文
男男
とと
谷谷
口口
久久
次次
郎郎
のの
思思
惑惑
――  

 

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）
二
月
に
草
野
文
男
が
発
企
し
た
「
綜
合
文
化
館
」
建

設
計
画
は
、
同
人
に
よ
る
同
年
三
月
の
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
建
設
後
援
会
」
設
立

の
企
図
へ
と
進
む
。
四
月
に
は
発
起
人
代
表
と
し
て
琵
琶
湖
ホ
テ
ル
社
長
（
元
知
事
）

服
部
岩
吉
、
東
洋
レ
ー
ヨ
ン
株
式
会
社
常
務
取
締
役
副
社
長
岩
永
巖
、
ヤ
ン
マ
ー
デ

ィ
ー
ゼ
ル
株
式
会
社
社
長
山
岡
孫
吉
、
石
山
寺
座
主
鷲
尾
光
遍
ら
七
名
の
連
名
に
よ

る
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
建
設
後
援
会
設
立
趣
意
書
」
が
作
成
さ
れ
て
建
設
後
援
会

が
発
足
し
た
（
二
八
）

。
形
式
上
、
服
部
元
知
事
以
下
そ
う
そ
う
た
る
顔
ぶ
れ
の
発
起
人

が
書
い
た
建
前
に
は
な
っ
て

い
る
が
、
実
質
に
は
草
野
の

作
成
し
た
趣
意
書
で
あ
る
こ

と
に
論
を
俟
た
な
い
。 

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た

い
点
は
、
新
館
の
仮
称
が
「
綜

合
文
化
館
」
か
ら
「
滋
賀
県

観
光
文
化
館
」
へ
変
わ
っ
て

い
る
こ
と
と
、
施
設
内
容
と

し
て
従
来
か
ら
の
美
術
館
・

歴
史
博
物
館
・
望
楼
閣
・
文

化
財
受
託
庫
に
加
え
て
新
た

に
「
琵
琶
湖
水
族
館
」
の
整

備
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
二
九
）

。
草
野
の
構
想
に

新
し
く
水
族
館
が
加
わ
る
と
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同
時
に
、「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
と
い
う
館
名
が
登
場
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

草
野
自
身
、
こ
の
時
点
で
「
一
そ
う
大
衆
的
な
観
光
文
化
館
を
建
設
す
る
案
に
ね
り

か
え
」（
傍
点
筆
者
）
た
の
だ
と
明
記
し
て
い
る
（
三
〇
）

。
筆
者
は
一
九
五
九
年
四

月
の
時
点
で
「
草
野
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
ほ
ぼ
確
立
し
、
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
と

い
う
館
名
も
ま
た
、
草
野
の
中
で
同
時
に
固
定
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
草
野

は
そ
の
後
こ
の
仮
称
館
名
を
積
極
的
に
呼
び
続
け
た
。
彼
は
自
ら
発
想
し
た
そ
の

仮
称
に
強
い
愛
着
を
有
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
県
民
か
ら
も
そ
の
名
で
呼
ば
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
谷
口
知
事
に
よ
っ
て
「
滋
賀
県

立
琵
琶
湖
文
化
館
」
の
正
式
名
称
が
命
名
さ
れ
た
後
も
、
開
館
告
知
ポ
ス
タ
ー
に

館
名
よ
り
も
大
き
く
「
琵
琶
湖
水
上
展
望
閣
」
と
記
し
て
通
称
（
愛
称
）
と
し
て

使
用
す
る
（
三
一
）

な
ど
、
館
名
へ
の
独
自
の
こ
だ
わ
り
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。

恐
ら
く
草
野
は
、
当
時
の
県
民
大
衆
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
思
い
切
っ
て

現
代
的
で
、
新
し
い
感
覚
の
語
彙
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
「
観
光
」
や
「
水
上
展
望
閣
」
と
い
っ
た
言
葉
は
当
時
と
し
て
新
鮮
だ
っ
た

上
に
、
新
館
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
直
接
的
に
表
現
し
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
。 

草
野
は
新
館
の
所
要
経
費
を
一
億
五
千
万
円
と
見
積
も
り
、
う
ち
九
千
万
円
を

目
標
と
し
て
た
だ
ち
に
募
金
が
開
催
さ
れ
た
（
三
二
）

。
後
援
会
で
の
寄
附
金
集
め

と
並
行
す
る
形
で
、
昭
和
三
四
年
六
月
議
会
で
観
光
文
化
館
建
設
費
の
計
上
等
を

要
求
し
た
が
決
定
を
得
ら
れ
ず
、
同
年
九
月
議
会
で
よ
う
や
く
「
観
光
文
化
館
建

設
準
備
費
」
と
し
て
七
〇
万
円
が
議
決
さ
れ
た
（
三
三
）

。
そ
の
頃
か
ら
建
設
後
援

会
に
よ
る
寄
附
金
集
め
も
軌
道
に
乗
っ
た
。
会
長
に
は
谷
口
知
事
が
就
任
し
、
服

部
元
知
事
も
献
身
的
な
協
力
を
し
た
と
い
わ
れ
る
。 

草
野
は
ど
し
ど
し
寄
付
を
集
め
る
。
服
部
岩
吉
が
大
ど
こ
ろ
に
頭
を
下
げ
て

歩
い
た
の
で
、
そ
の
額
も
意
外
に
伸
び
た
。（
中
略
）
知
事
部
局
も
議
会
も
、

草
野
の
つ
く
っ
た
既
成
事
実
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
破
目
に
追
い
込
ま
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
知
事
谷
口
久
次
郎
が
、
文
化
館
の
存
在
は
県
に
と
っ
て
必
要

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
三
四
）

。 

と
評
さ
れ
て
い
る
。
草
野
は
滋
賀
会
館
職
員
の
森
本
潤
弌
お
よ
び
八
幡
徳
太
郎
を

伴
い
、
自
動
車
を
駆
っ
て
（
運
転
は
八
幡
氏
が
行
っ
た
）
県
内
外
に
寄
附
や
協
力

を
求
め
に
回
っ
た
。
時
に
は
服
部
岩
吉
や
伊
庭
慎
吉
（
住
友
財
閥
総
理
事
・
伊
庭

貞
剛
の
四
男
で
、
安
土
村
長
、
沙
沙
貴
神
社
宮
司
な
ど
を
歴
任
し
つ
つ
画
家
で
も

あ
っ
た
多
才
の
人
物
）
ら
も
同
乗
し
、
総
行
程
は
二
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た

と
い
う
（
三
五
）

。
そ
う
し
た
努
力
の
成
果
と
し
て
、
ヤ
ン
マ
ー
創
始
者
・
山
岡
孫

吉
に
よ
る
一
五
〇
〇
万
円
も
の
多
額
寄
附
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
草
野
文
男
は
猛
烈
な
馬
力
で
実
質
的
に
琵
琶
湖
文

化
館
を
つ
く
り
あ
げ
た
叩
き
上
げ
の
県
吏
で
あ
っ
た
。「
ガ
ム
シ
ャ
ラ
で
型
破
り
」

（
三
六
）

と
い
わ
れ
、
県
議
会
で
「
独
断
専
行
」（
三
七
）

な
ど
と
指
弾
さ
れ
つ
つ
も
、「
観

光
文
化
館
建
設
」
に
か
け
る
熱
意
は
圧
倒
的
で
、
谷
口
県
政
に
お
い
て
ほ
ぼ
彼
の

構
想
の
通
り
に
新
館
建
設
が
進
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
う
し
た
中
で
、
草
野
文
男
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
か
っ
た
最
大
の
こ
と
が
ら

が
、
新
館
の
館
名
で
あ
っ
た
。
「
観
光
文
化
館
」
の
仮
称
は
一
九
六
〇
年
（
昭
和

三
五
）
四
月
一
八
日
の
起
工
式
に
至
る
も
使
い
続
け
ら
れ
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
で

も
「
文
化
財
な
ど
一
堂
に 

湖
上
に
浮
か
ぶ
鉄
筋
三
階
建 

観
光
文
化
館
建
設 

（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
九
年
九
月
一
七
日
）
」
（
三
八
）

、
「
湖
辺
に
映
え
る
天

守 

よ
う
や
く
実
現
の
見
通
し
も
つ
く 

観
光
文
化
館 

（
『
毎
日
新
聞
』
一
九
六

〇
年
三
月
一
四
日
）
」
（
三
九
）

な
ど
と
書
か
れ
て
、
多
く
の
県
民
は
そ
の
ま
ま
「
観

光
文
化
館
」
と
い
う
名
の
館
が
建
つ
も
の
と
ば
か
り
、
思
い
こ
ん
で
い
た
だ
ろ
う

（
文
字
の
囲
み
記
号
は
掲
載
記
事
に
表
現
さ
れ
た
と
お
り
）
。 

 

と
こ
ろ
が
、
あ
に
は
か
ら
ん
や
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
三
日
の
定
礎
式
で
谷
口

久
次
郎
知
事
が
命
名
し
た
名
は
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

命
名
に
つ
い
て
政
策
決
定
の
過
程
が
明
ら
か
に
で
き
る
公
文
書
が
存
在
し
な
い

か
ど
う
か
、
滋
賀
県
立
公
文
書
館
の
協
力
を
得
な
が
ら
探
し
て
み
た
が
、
不
存
在

で
あ
っ
た
。
創
建
時
の
関
係
公
文
書
と
し
て
は
設
置
管
理
条
例
の
交
付
（
四
〇
）

、

職
務
規
定
の
制
定
（
四
一
）
（
四
二
）

、
規
定
制
定
の
告
示
（
四
三
）

の
四
点
が
残
る
の
み



・
・

・
・
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同

に
、「
滋
賀
県
観
ග
文
化
館
」
と
い
࠺
館
名
が
Ⓩ
ሙ
し
た
ࡇ
と
は
ὀ
┠
に
್
す
る
。

草
野
⮬
㌟
、
ࡇ
の

Ⅼ
࡛
「
一
ࡑ
࠺
大
⾗
的
な
観
ග
文
化
館
を
ᘓ
タ
す
る

に
ࡡ
り

か
࠼
」（
ഐ
Ⅼ
筆
者
）
た
の
だ
と
明
グ
し
て
い
る
（
三
〇
）

。
筆
者
は
一
九
五
九
ᖺ
四

月
の

Ⅼ
࡛
「
草
野
ࣅ
ࢪ
䣼
ン
」
が
ほ
ࡰ
確
立
し
、
「
滋
賀
県
観
ග
文
化
館
」
と

い
࠺
館
名
ࡶ
ま
た
、
草
野
の
中
࡛
同

に
ᅛ
ᐃ
し
た
ࡶ
の
と
⪃
࠼
て
い
る
。
草
野

は
ࡑ
の
ᚋ
ࡇ
の
௬
⛠
館
名
を
✚
ᴟ
的
に

ࡧ
⥆
ࡅ
た
。
ᙼ
は
⮬
ら
Ⓨ

し
た
ࡑ
の

௬
⛠
に
ᙉ
い
ឡ
╔
を
᭷
し
、
࡛
き
る
ࡇ
と
な
ら
県
Ẹ
か
ら
ࡶ
ࡑ
の
名
࡛

ࡤ
ࢀ
る

ࡇ
と
を
ᮇ
ᚅ
し
て
い
た
の
࡛
は
な
い
だ
ろ
࠺
か
。
㇂
ཱྀ
▱
事
に
ࡼ
っ
て
「
滋
賀
県

立
琵
琶
湖
文
化
館
」
の
正
ᘧ
名
⛠
が

名
ࡉ
ࢀ
た
ᚋ
ࡶ
、
㛤
館
告
▱
࣏
ࢫ
ࢱ
䤀
に

館
名
ࡼ
り
ࡶ
大
き
く
「
琵
琶
湖
水
上
ᒎ
ᮃ
㛶
」
と
グ
し
て
㏻
⛠
（
ឡ
⛠
）
と
し
て


⏝
す
る
（
三
一
）

な
ど
、
館
名

の
⊂
⮬
の
ࡇ
だ
ࢃ
り
は
大
き
か
っ
た
と
い
࠼
る
。

ᜍ
ら
く
草
野
は
、
当

の
県
Ẹ
大
⾗
に
ᙉ
く

ࣆ
䤀
ࣝ
す
る
た
め
に
ᛮ
い
切
っ
て

現
代
的
࡛
、
新
し
い
ឤ
ぬ
の
ㄒ
ᙡ
を
⏝
い
ࡡ
ࡤ
な
ら
な
い
と
⪃
࠼
て
い
た
の
だ
ろ

࠺
。
「
観
ග
」
や
「
水
上
ᒎ
ᮃ
㛶
」
と
い
っ
た
ゝ
ⴥ
は
当

と
し
て
新
㩭
だ
っ
た

上
に
、
新
館
に
ᮇ
ᚅ
ࡉ
ࢀ
た
ᙺ

を
┤
᥋
的
に
表
現
し
て
い
て
、
ࢃ
か
り
や
す
い
。

草
野
は
新
館
の
所
要
⤒
㈝
を
一
൨
五
༓


と
ぢ
✚
ࡶ
り
、
࠺
ࡕ
九
༓


を

┠
ᶆ
と
し
て
た
だ
ࡕ
に
ເ
㔠
が
㛤
ദ
ࡉ
ࢀ
た
（
三
二
）

。
ᚋ

会
࡛
の
ᐤ
㝃
㔠
集
め

と
୪
⾜
す
る
ᙧ
࡛
、


三
四
ᖺ
六
月
㆟
会
࡛
観
ග
文
化
館
ᘓ
タ
㈝
の
ィ
上
等
を

要
ồ
し
た
が
Ỵ
ᐃ
を
得
ら
ࢀ
ࡎ
、
同
ᖺ
九
月
㆟
会
࡛
ࡼ
࠺
や
く
「
観
ග
文
化
館
ᘓ

タ
‽
ഛ
㈝
」
と
し
て
七
〇


が
㆟
Ỵ
ࡉ
ࢀ
た
（
三
三
）

。
ࡑ
の
㡭
か
ら
ᘓ
タ
ᚋ


会
に
ࡼ
る
ᐤ
㝃
㔠
集
め
ࡶ
㌶
㐨
に

っ
た
。
会
長
に
は
㇂
ཱྀ
▱
事
が
ᑵ
௵
し
、
᭹

㒊
ඖ
▱
事
ࡶ
⊩
㌟
的
な
協
力
を
し
た
と
い
ࢃ
ࢀ
る
。

草
野
は
ど
し
ど
し
ᐤ

を
集
め
る
。
᭹
㒊
ᒾ
ྜྷ
が
大
ど
ࡇ
ろ
に
㢌
を
ୗ
ࡆ
て

Ṍ
い
た
の
࡛
、
ࡑ
の
㢠
ࡶ
意
እ
に
ఙ
ࡧ
た
。（
中
␎
）
▱
事
㒊
局
ࡶ
㆟
会
ࡶ
、

草
野
の
つ
く
っ
た
᪤
成
事
ᐇ
を
認
め
ࡊ
る
を
得
ࡠ
◚
┠
に
㏣
い
㎸
ま
ࢀ
た

ࢃ
ࡅ
࡛
あ
る
。
▱
事
㇂
ཱྀ
ஂ
ḟ
㑻
が
、
文
化
館
の
Ꮡ
在
は
県
に
と
っ
て
ᚲ
要

࡛
あ
る
ࡇ
と
を
▱
っ
て
い
た
か
ら
࡛
あ
ろ
࠺
（
三
四
）

。

と
ホ
ࡉ
ࢀ
て
い
る
。
草
野
は
滋
賀
会
館
職
員
の
᳃
本
₶
ᘤ
お
ࡼ
ࡧ
八
ᖭ
ᚨ
ኴ
㑻
を

క
い
、
⮬
ື
㌴
を
㥑
っ
て
（
㐠
㌿
は
八
ᖭ
氏
が
⾜
っ
た
）
県
ෆ
እ
に
ᐤ
㝃
や
協
力

を
ồ
め
に
ᅇ
っ
た
。

に
は
᭹
㒊
ᒾ
ྜྷ
や
ఀ
ᗞ
ៅ
ྜྷ
（
ఫ

財
㛸
⥲
⌮
事
・
ఀ
ᗞ

㈆
๛
の
四
男
࡛
、
Ᏻ
ᅵ
村
長
、
Ἃ
Ἃ
貴
⚄
♫
宮
ྖ
な
ど
を
Ṕ
௵
し
つ
つ
⏬
ᐙ
࡛
ࡶ

あ
っ
た
多
ᡯ
の
人
物
）
ら
ࡶ
同

し
、
⥲
⾜
⛬
は
二

࢟
ࣟ
࣓
䤀
ト
ࣝ
を
㉸
࠼
た

と
い
࠺
（
三
五
）

。
ࡑ
࠺
し
た
ດ
力
の
成
ᯝ
と
し
て
、
ࣖ
ン
࣐
䤀

始
者
・
ᒣ
岡
Ꮮ

ྜྷ
に
ࡼ
る
一
五
〇
〇


ࡶ
の
多
㢠
ᐤ
㝃
が
得
ら
ࢀ
た
の
࡛
あ
っ
た
。

௨
上
に
ぢ
て
き
た
ࡼ
࠺
に
、
草
野
文
男
は
⊛
Ⅿ
な
馬
力
࡛
ᐇ
㉁
的
に
琵
琶
湖
文

化
館
を
つ
く
り
あ
ࡆ
た
྇
き
上
ࡆ
の
県
ྣ
࡛
あ
っ
た
。「
࢞
࣒
ࢩ
䣺
ラ
࡛
ᆺ
◚
り
」

（
三
六
）

と
い
ࢃ
ࢀ
、
県
㆟
会
࡛
「
⊂
᩿
ᑓ
⾜
」（
三
七
）

な
ど
と
ᣦ
ᙎ
ࡉ
ࢀ
つ
つ
ࡶ
、「
観

ග
文
化
館
ᘓ
タ
」
に
か
ࡅ
る
⇕
意
は
ᅽ
ಽ
的
࡛
、
㇂
ཱྀ
県
ᨻ
に
お
い
て
ほ
ࡰ
ᙼ
の

ᵓ

の
㏻
り
に
新
館
ᘓ
タ
が
㐍
め
ら
ࢀ
た
と
い
っ
て
Ⰻ
い
だ
ろ
࠺
。

ࡑ
࠺
し
た
中
࡛
、
草
野
文
男
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
か
っ
た
᭱
大
の
ࡇ
と
が
ら

が
、
新
館
の
館
名
࡛
あ
っ
た
。
「
観
ග
文
化
館
」
の
௬
⛠
は
一
九
六
〇
ᖺ
（



三
五
）
四
月
一
八
日
の
㉳
ᕤ
ᘧ
に
⮳
る
ࡶ

い
⥆
ࡅ
ら
ࢀ
、
࣐
ࢫ
ࢥ
࣑
の
報
㐨
࡛

ࡶ
「
文
化
財
な
ど
一
ᇽ
に

湖
上
に
ᾋ
か
ࡪ
㕲
➽
三
㝵
ᘓ

観
ග
文
化
館
ᘓ
タ

（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
九
ᖺ
九
月
一
七
日
）
」
（
三
八
）

、
「
湖
㎶
に
ᫎ
࠼
る
天

Ᏺ

ࡼ
࠺
や
く
ᐇ
現
の
ぢ
㏻
し
ࡶ
つ
く

観
ග
文
化
館

（
『
ẖ
日
新
聞
』
一
九
六

〇
ᖺ
三
月
一
四
日
）
」
（
三
九
）

な
ど
と
書
か
ࢀ
て
、
多
く
の
県
Ẹ
は
ࡑ
の
ま
ま
「
観

ග
文
化
館
」
と
い
࠺
名
の
館
が
ᘓ
つ
ࡶ
の
と
ࡤ
か
り
、
ᛮ
い
ࡇ
ࢇ
࡛
い
た
だ
ろ
࠺

（
文
Ꮠ
の
ᅖ
み
グ
ྕ
は
掲
㍕
グ
事
に
表
現
ࡉ
ࢀ
た
と
お
り
）
。

と
ࡇ
ろ
が
、
あ
に
は
か
ら
ࢇ
や
、
一
九
六
〇
ᖺ
一
一
月
三
日
の
ᐃ
♏
ᘧ
࡛
㇂
ཱྀ

ஂ
ḟ
㑻
▱
事
が

名
し
た
名
は
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
」
࡛
あ
っ
た
。
ࡑ
の


名
に
つ
い
て
ᨻ
⟇
Ỵ
ᐃ
の
㐣
⛬
が
明
ら
か
に
࡛
き
る
公
文
書
が
Ꮡ
在
し
な
い

か
ど
࠺
か
、
滋
賀
県
立
公
文
書
館
の
協
力
を
得
な
が
ら
᥈
し
て
み
た
が
、

Ꮡ
在

࡛
あ
っ
た
。

ᘓ

の
関
係
公
文
書
と
し
て
は
タ
⨨
⟶
⌮
᮲

の


（
四
〇
）

、

職
ົ
つ
ᐃ
の
ไ
ᐃ
（
四
一
）
（
四
二
）

、
つ
ᐃ
ไ
ᐃ
の
告
示
（
四
三
）

の
四
Ⅼ
が
ṧ
る
の
み
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で
、
い
ず
れ
も
条
例
や
告
示
の
原
本
史
料
で
あ
る
。
回
議
書
や
メ
モ
な
ど
、
決
定

過
程
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。 

お
そ
ら
く
史
実
と
し
て
館
名
に
つ
い
て
は
何
の
前
触
れ
も
な
く
、
突
然
に
谷
口

久
次
郎
知
事
か
ら
「
降
っ
て
き
た
」
も
の
と
推
測
す
る
。
命
名
に
関
す
る
恐
ら
く

唯
一
の
史
料
が
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
一
月
二
八
日
付
け
『
毎
日
新
聞
』
滋

賀
版
掲
載
の
記
事
「
湖
国
観
光
の
メ
ッ
カ
に 

び
わ
湖
文
化
館 

」
（
四
四
）

で
、
以

下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

初
め
は
観
光
文
化
館
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
“
観
光
”
で
は
含
み
が
な
く
、

ど
う
し
て
も
富
士
山
と
並
ぶ
日
本
一
の
び
わ
湖
を
う
た
わ
な
け
れ
ば
と
昨

年
十
一
月
三
日
知
事
の
名
づ
け
で
「
び
わ
湖
文
化
館
」
に
決
ま
っ
た 

谷
口
知
事
自
身
が
名
付
け
た
事
実
と
と
も
に
、
な
ぜ
「
観
光
文
化
館
」
で
は
い
け

な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
館
名
の
中
に
「
観

光
」
の
語
句
を
表
出
さ

せ
る
の
で
は
「
含
み
」

が
足
り
な
い
と
考
え

た
の
だ
。
谷
口
は
、
館

名
の
表
面
に
は
出
な

い
が
隠
さ
れ
た
多
く

の
狙
い
（
目
的
）
を
想

起
さ
せ
る
、
含
蓄
性
の

高
い
命
名
が
欲
し
か

っ
た
。
「
観
光
」
で
は

あ
ま
り
に
直
接
的
で
、

含
み
が
足
り
な
い
と

思
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
、
滋
賀
県
が

誇
る
日
本
一
の
「
琵
琶

湖
」
を
命
名
に
持
ち
出
し
た
。
最
高
峰
の
富
士
山
と
並
ぶ
わ
が
国
最
大
の
湖
沼
に

し
て
、
景
勝
地
と
し
て
日
本
文
学
や
芸
術
創
造
の
う
え
で
古
来
親
し
ま
れ
て
き
た

そ
の
存
在
は
、
全
国
的
・
世
界
的
で
あ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
し
て

い
る
。
琵
琶
湖
の
名
は
滋
賀
が
持
ち
う
る
「
駒
」
と
し
て
、
ま
さ
し
く
「
含
み
」

の
多
い
最
高
の
素
材
で
あ
ろ
う
。
谷
口
久
次
郎(

一
八
八
六
～
一
九
七
三)

は
伊
香

郡
西
浅
井
村
大
字
庄
の
農
家
に
生
ま
れ
て
「
百
姓
知
事
」
と
呼
ば
れ
た
人
物
だ
が
、

実
は
若
く
し
て
俳
諧
や
和
歌
な
ど
に
親
し
み
、
文
学
に
造
詣
の
深
い
「
俳
人
知
事
」

で
も
あ
っ
た
（
四
五
）

。
琵
琶
湖
文
化
館
の
命
名
に
つ
い
て
は
、
谷
口
が
持
っ
て
い

た
言
語
に
つ
い
て
の
感
覚
の
豊
か
さ
が
発
揮
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
よ
う
に
思
う
。 

 

四四
、、
琵琵
琶琶
湖湖
文文
化化
館館
のの
館館
名名
をを
変変
ええ
るる
べべ
きき
なな
のの
かか  

 

さ
て
、
そ
れ
で
は
今
後
新
館
の
開
館
に
際
し
て
、
谷
口
久
次
郎
が
命
名
し
た
「
琵

琶
湖
文
化
館
」
の
館
名
を
別
の
名
称
に
変
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は

そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
命
名
の
経
緯
な
ど
も
踏
ま
え
つ
つ
、
い
ま
現
在
の
視
点
で
議
論
し
、
決

定
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
慣
例
と
し
て
、
県
立
施
設
の
名
称
決
定
に
は
県
民

代
表
と
し
て
時
の
県
知
事
が
携
わ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ

う
に
、
現
在
の
三
日
月
知
事
は
「
県
民
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
『
み
ん
な
で
決
め

て
い
く
』
と
い
っ
た
視
点
も
重
視
し
た
い
」
と
発
言
し
て
い
る
。 

新
館
の
名
称
を
こ
れ
ま
で
の
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
」
か
ら
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
変
更
す
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
挙
げ
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

ま
ず
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

（
一
）
旧
館
と
は
異
な
る
場
所
・
建
物
で
、
新
し
く
出
発
す
る
清
新
さ
を
強
調

で
き
る
。 

（
二
）
水
族
館
な
ど
を
含
む
総
合
博
物
館
で
あ
っ
た
旧
館
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
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し
、
文
化
財
・
古
美
術
の
収
蔵
展
示
と
い
う
新
館
の
使
命
を
明
示
す
る
館
名
に

改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
三
）
後
発
の
県
立
博
物
館
で
あ
る
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
」
と
の
間
に

お
け
る
館
名
の
混
乱
を
整
理
し
、
組
織
と
し
て
の
不
明
快
さ
を
解
消
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

い
ず
れ
も
考
え
方
と
し
て
は
あ
り
得
る
が
、
具
体
的
な
新
館
名
を
考
え
よ
う
と
し

た
際
、
い
く
つ
か
難
し
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
、
「
滋
賀
県
立
美
術

館
」
は
二
〇
二
一
年
に
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
再
開
館
し

た
県
立
美
術
館
の
名
称
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
、
使
え
な
い
。
「
滋
賀
県
立

博
物
館
」
も
、
自
然
史
系
を
中
心
に
民
俗
学
・
社
会
学
分
野
な
ど
の
人
文
系
要
素

を
含
ん
で
総
合
的
に
活
動
し
て
い
る
琵
琶
湖
博
物
館
と
の
間
で
新
た
な
混
乱
を

生
じ
そ
う
で
あ
り
、
適
さ
な
い
だ
ろ
う
。
「
滋
賀
県
立
歴
史
博
物
館
」
な
ど
、
新

館
の
活
動
内
容
よ
り
も
幅
広
く
大
規
模
な
印
象
を
与
え
る
館
名
に
つ
い
て
も
、
不

適
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
「
滋
賀
県
立
近
江
文
化
館
」
な
ど
、
滋
賀
県
の
歴
史
的
呼
称
で
あ
る
「
近

江
国
」
に
基
づ
い
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
提
唱
す
る
意
見
も
耳
に
す
る
。
傾
聴
す
べ
き
、

有
意
義
な
ご
提
案
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
湖
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
「
ア
フ
ミ
」
「
ア

ハ
ウ
ミ
」
（
淡
水
の
海
）
か
ら
由
来
す
る
旧
国
名
「
近
江
」
は
、
滋
賀
県
の
歴
史

文
化
を
想
起
さ
せ
る
語
句
と
し
て
、
県
民
の
中
で
共
有
さ
れ
定
着
し
て
い
る
。
他

に
も
柔
軟
な
発
想
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
賛
成
で
き
る
新
館
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い

新
し
い
館
名
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

次
に
逆
の
視
点
か
ら
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
い
き
た
い
。
筆
者
が
考
え
る
と

こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
一
）
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
名
は
、
一
九
六
一
年
の
開
館
以
来
県
内
外

で
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
で
、
と
く
に
わ
が
国
有
数
の
収
蔵
品
を
誇
る
博
物
館

の
館
名
と
し
て
全
国
的
・
世
界
的
に
定
着
し
て
い
る
。
館
名
を
変
更
す
れ
ば
周

知
・
広
報
に
多
大
な
経
費
と
労
力
を
要
す
る
。 

（
二
）
館
名
を
変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、
館
長
や
学
芸
員
は
新
た
な
博
物
館
と

し
て
一
か
ら
信
用
を
積
む
た
め
の
努
力
を
求
め
ら
れ
、
博
物
館
活
動
の
上
で
不

利
と
な
る
。 

（
三
）
琵
琶
湖
文
化
館
の
名
を
引
き
継
が
な
い
こ
と
で
、
開
館
後
七
〇
年
足
ら

ず
で
県
は
琵
琶
湖
文
化
館
を
「
廃
館
し
た
」
と
い
う
史
実
を
滋
賀
県
史
や
日
本

博
物
館
史
の
う
え
に
残
す
こ
と
に
な
る
。 

当
面
の
来
館
者
導
入
な
ど
経
営
的
な
観
点
か
ら
は
、
館
名
を
変
え
て
県
民
の
耳

目
を
引
く
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
全
国
的
・
世
界
的

に
は
新
し
い
館
名
が
即
座
に
は
通
用
し
な
い
。
「
琵
琶
湖
文
化
館
」
六
〇
年
の
歴

史
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
収
蔵
品
と
博
物
館
活
動
の
貴
重
な
遺
産
は
、
従
来
の
館
名

と
と
も
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
著
名
な
現
館
名
を
活
用
で
き
な
い
こ
と
は
開

館
後
の
活
動
に
お
い
て
圧
倒
的
に
不
利
と
な
る
。
博
物
館
に
お
い
て
は
、
館
名
と

収
蔵
品
こ
そ
が
業
界
内
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
示
す
。
文
化
庁
や
国
立
博
物
館
、
勧

告
・
承
認
出
品
館
、
公
開
承
認
館
と
い
っ
た
い
わ
ば
業
界
の
仲
間
た
ち
か
ら
長
年

に
亘
っ
て
「
琵
琶
湖
」「
琵
琶
文
」「
琵
文
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
尊
重
さ
れ
て
き
た

ス
テ
イ
タ
ス
は
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
館
名
と
一
体
の
存
在
で
あ
る
。
現
場
の
観
点

か
ら
申
し
て
、
こ
れ
を
容
易
に
捨
て
去
る
こ
と
は
、
非
常
に
惜
し
い
判
断
だ
と
思

う
。 

 

メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
、
琵
琶
湖
文
化
館
の

館
名
を
変
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
私
見
と
し
て
述
べ
る
の
で
あ
れ

ば
、
今
後
も
館
に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
使
命
が
変
わ
ら
な
い
以
上
、
現
館
名
を
貴

重
な
財
産
と
し
て
変
え
ず
に
、
新
館
の
館
名
と
し
て
継
承
す
る
こ
と
が
賢
明
で
は

な
か
ろ
う
か
。 

そ
も
そ
も
、
巷
間
い
わ
れ
る
よ
う
に
水
族
館
が
あ
る
か
ら
「
琵
琶
湖
」
文
化
館

と
い
う
名
称
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
開
館

を
現
場
で
推
進
し
た
草
野
文
男
初
代
館
長
は
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
の
館
名
を

目
指
し
て
い
た
。
草
野
は
歴
代
知
事
の
服
部
岩
吉
や
谷
口
久
次
郎
に
よ
る
文
化
財
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し
、
文
化
財
・
古
美
術
の
収
蔵
展
示
と
い
う
新
館
の
使
命
を
明
示
す
る
館
名
に

改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
三
）
後
発
の
県
立
博
物
館
で
あ
る
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
」
と
の
間
に

お
け
る
館
名
の
混
乱
を
整
理
し
、
組
織
と
し
て
の
不
明
快
さ
を
解
消
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

い
ず
れ
も
考
え
方
と
し
て
は
あ
り
得
る
が
、
具
体
的
な
新
館
名
を
考
え
よ
う
と
し

た
際
、
い
く
つ
か
難
し
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
、
「
滋
賀
県
立
美
術

館
」
は
二
〇
二
一
年
に
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
再
開
館
し

た
県
立
美
術
館
の
名
称
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
、
使
え
な
い
。
「
滋
賀
県
立

博
物
館
」
も
、
自
然
史
系
を
中
心
に
民
俗
学
・
社
会
学
分
野
な
ど
の
人
文
系
要
素

を
含
ん
で
総
合
的
に
活
動
し
て
い
る
琵
琶
湖
博
物
館
と
の
間
で
新
た
な
混
乱
を

生
じ
そ
う
で
あ
り
、
適
さ
な
い
だ
ろ
う
。
「
滋
賀
県
立
歴
史
博
物
館
」
な
ど
、
新

館
の
活
動
内
容
よ
り
も
幅
広
く
大
規
模
な
印
象
を
与
え
る
館
名
に
つ
い
て
も
、
不

適
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
「
滋
賀
県
立
近
江
文
化
館
」
な
ど
、
滋
賀
県
の
歴
史
的
呼
称
で
あ
る
「
近

江
国
」
に
基
づ
い
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
提
唱
す
る
意
見
も
耳
に
す
る
。
傾
聴
す
べ
き
、

有
意
義
な
ご
提
案
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
湖
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
「
ア
フ
ミ
」
「
ア

ハ
ウ
ミ
」
（
淡
水
の
海
）
か
ら
由
来
す
る
旧
国
名
「
近
江
」
は
、
滋
賀
県
の
歴
史

文
化
を
想
起
さ
せ
る
語
句
と
し
て
、
県
民
の
中
で
共
有
さ
れ
定
着
し
て
い
る
。
他

に
も
柔
軟
な
発
想
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
賛
成
で
き
る
新
館
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い

新
し
い
館
名
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

次
に
逆
の
視
点
か
ら
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
い
き
た
い
。
筆
者
が
考
え
る
と

こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
一
）
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
名
は
、
一
九
六
一
年
の
開
館
以
来
県
内
外

で
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
で
、
と
く
に
わ
が
国
有
数
の
収
蔵
品
を
誇
る
博
物
館

の
館
名
と
し
て
全
国
的
・
世
界
的
に
定
着
し
て
い
る
。
館
名
を
変
更
す
れ
ば
周

知
・
広
報
に
多
大
な
経
費
と
労
力
を
要
す
る
。 

（
二
）
館
名
を
変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、
館
長
や
学
芸
員
は
新
た
な
博
物
館
と

し
て
一
か
ら
信
用
を
積
む
た
め
の
努
力
を
求
め
ら
れ
、
博
物
館
活
動
の
上
で
不

利
と
な
る
。 

（
三
）
琵
琶
湖
文
化
館
の
名
を
引
き
継
が
な
い
こ
と
で
、
開
館
後
七
〇
年
足
ら

ず
で
県
は
琵
琶
湖
文
化
館
を
「
廃
館
し
た
」
と
い
う
史
実
を
滋
賀
県
史
や
日
本

博
物
館
史
の
う
え
に
残
す
こ
と
に
な
る
。 

当
面
の
来
館
者
導
入
な
ど
経
営
的
な
観
点
か
ら
は
、
館
名
を
変
え
て
県
民
の
耳

目
を
引
く
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
全
国
的
・
世
界
的

に
は
新
し
い
館
名
が
即
座
に
は
通
用
し
な
い
。
「
琵
琶
湖
文
化
館
」
六
〇
年
の
歴

史
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
収
蔵
品
と
博
物
館
活
動
の
貴
重
な
遺
産
は
、
従
来
の
館
名

と
と
も
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
著
名
な
現
館
名
を
活
用
で
き
な
い
こ
と
は
開

館
後
の
活
動
に
お
い
て
圧
倒
的
に
不
利
と
な
る
。
博
物
館
に
お
い
て
は
、
館
名
と

収
蔵
品
こ
そ
が
業
界
内
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
示
す
。
文
化
庁
や
国
立
博
物
館
、
勧

告
・
承
認
出
品
館
、
公
開
承
認
館
と
い
っ
た
い
わ
ば
業
界
の
仲
間
た
ち
か
ら
長
年

に
亘
っ
て
「
琵
琶
湖
」「
琵
琶
文
」「
琵
文
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
尊
重
さ
れ
て
き
た

ス
テ
イ
タ
ス
は
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
館
名
と
一
体
の
存
在
で
あ
る
。
現
場
の
観
点

か
ら
申
し
て
、
こ
れ
を
容
易
に
捨
て
去
る
こ
と
は
、
非
常
に
惜
し
い
判
断
だ
と
思

う
。 

 

メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
、
琵
琶
湖
文
化
館
の

館
名
を
変
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
私
見
と
し
て
述
べ
る
の
で
あ
れ

ば
、
今
後
も
館
に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
使
命
が
変
わ
ら
な
い
以
上
、
現
館
名
を
貴

重
な
財
産
と
し
て
変
え
ず
に
、
新
館
の
館
名
と
し
て
継
承
す
る
こ
と
が
賢
明
で
は

な
か
ろ
う
か
。 

そ
も
そ
も
、
巷
間
い
わ
れ
る
よ
う
に
水
族
館
が
あ
る
か
ら
「
琵
琶
湖
」
文
化
館

と
い
う
名
称
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
開
館

を
現
場
で
推
進
し
た
草
野
文
男
初
代
館
長
は
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
の
館
名
を

目
指
し
て
い
た
。
草
野
は
歴
代
知
事
の
服
部
岩
吉
や
谷
口
久
次
郎
に
よ
る
文
化
財
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収
蔵
庫
や
博
物
館
の
当
初
構
想
を
は
る
か
に
超
え
て
、
美
術
館
、
さ
ら
に
は
水
族

館
を
併
設
し
て
琵
琶
湖
上
に
新
館
を
建
設
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ぶ
ち
上
げ
た
張

本
人
で
あ
っ
た
が
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
命
名
者
で
は
な
か
っ
た
。
「
琵
琶
湖
文
化

館
」
命
名
者
は
開
館
時
の
谷
口
知
事
本
人
で
あ
り
、
そ
の
意
図
も
館
名
に
「
富
士

山
と
並
ぶ
日
本
一
の
び
わ
湖
」
の
名
を
冠
す
る
こ
と
で
、
館
の
イ
メ
ー
ジ
に
豊
か

な
含
蓄
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
開
館
当
時
、
水
族
館
の
機
能
は
琵

琶
湖
文
化
館
全
体
の
中
で
決
し
て
中
心
的
な
位
置
に
は
な
く
、
水
族
部
門
初
代
学

芸
員
（
開
館
当
初
は
学
芸
員
補
）
の
松
田
尚
一
は
知
人
の
県
職
員
に
「
軌
道
に
乗

る
ま
で
」
と
頼
ま
れ
て
開
館
直
前
に
急
遽
鮮
魚
商
か
ら
転
身
し
た
人
物
で
あ
っ
た

（
四
六
）

。
水
族
館
設
備
も
専
門
的
な
知
識
を
も
と
に
設
計
さ
れ
て
お
ら
ず
「
開
館

式
に
出
席
し
た
知
事
が
館
内
を
見
て
回
り
は
っ
た
あ
と
、
魚
は
全
部
死
ん
で
ま
し

た
」
（
四
七
）

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
て
も
水
族
館
の
存
在
あ
り
き
で
館
名

を
決
め
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
。 

琵
琶
湖
文
化
館
の
館
名
は
、
ほ
ん
ら
い
水
族
館
機
能
と
は
無
関
係
に
名
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
文
人
・
谷
口
知
事
に
よ
る
そ
の
命
名
は
、
歴
史
文
化

に
こ
そ
親
和
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
琵
琶
湖
文
化
館
の
所
在
地
は

「
大
津
市
打
出
浜
」
地
先
で
あ
る
。
打
出
浜
の
町
名
は
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
）
、

大
津
市
上
平
蔵
町
・
下
平
蔵
町
・
西
石
場
町
・
松
本
石
場
町
の
一
部
と
松
本
下
町

が
合
併
し
て
成
立
し
た
（
四
八
）

も
の
だ
が
、
平
安
時
代
か
ら
存
在
し
た
著
名
な
歌

枕
地
名
を
基
礎
に
し
て
お
り
、
日
本
古
典
文
学
史
上
の
聖
地
と
称
し
て
差
し
支
え

な
い
。
ま
た
『
石
山
寺
縁
起
』
な
ど
に
登
場
す
る
琵
琶
湖
の
地
主
神
・
白
鬚
明
神

影
向
の
地
で
、『
川
角
太
閤
記
』
な
ど
に
語
ら
れ
る
明
智
左
馬
之
助
光
春
（
秀
満
）

湖
水
渡
り
伝
説
の
地
で
も
あ
っ
た
（
四
九
）

。
湖
畔
の
名
所
・
打
出
の
浜
に
屹
立
す

る
琵
琶
湖
文
化
館
は
、
悠
久
の
近
江
の
歴
史
文
化
＝
「
琵
琶
湖
文
化
」
を
象
徴
す

る
館
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
側
面
が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
琵
琶
湖
文
化
」

の
保
護
と
伝
承
を
理
念
と
し
て
、
旧
文
化
館
を
継
承
す
る
二
代
目
・
琵
琶
湖
文
化

館
が
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
良
い
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
「
琵
琶
湖

文
化
館
」
と
「
近
江
文
化
館
」
は
原
義
か
ら
す
る
と
全
く
同
じ
意
味
で
あ
る
の
で

ど
ち
ら
で
も
差
し
支
え
は
な
い
の
だ
が
、
「
近
江
」
の
字
句
で
は
全
国
的
に
は
十

分
に
周
知
・
理
解
さ
れ
な
い
。
や
は
り
琵
琶
湖
の
知
名
度
に
勝
る
名
は
無
い
の
で

あ
る
。 

  

まま
とと
めめ 

 

 

琵
琶
湖
文
化
館
創
建
時
の
理
念
、
お
よ
び
館
名
の
名
づ
け
に
か
か
る
経
緯
と
意

味
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。 

創
建
の
理
念
（
設
立
目
的
）
つ
い
て
は
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
）
一
一
月
三

日
に
行
わ
れ
た
定
礎
祭
の
際
に
納
入
さ
れ
た
金
属
板
の
銘
文
を
史
料
と
し
て
、

（
１
）
日
本
文
化
史
上
、
重
要
な
滋
賀
県
の
「
偉
績
」
を
顕
彰
し
、
保
護
す
る
こ

と
、
（
２
）
琵
琶
湖
の
観
光
に
寄
与
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
機
能
（
施
設
）
と
し
て
（
１
）
歴
史
博
物
館
（
２
）

文
化
財
受
托
庫
（
３
）
美
術
館
（
４
）
水
族
館
（
５
）
展
望
閣
を
設
け
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
文
化
財
保
護
と
観
光
寄
与
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
十
全
に
果
た
し
て

い
く
こ
と
が
、
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
の
理
念
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

琵
琶
湖
文
化
館
の
館
名
に
つ
い
て
は
、
創
建
を
牽
引
し
た
初
代
館
長
・
草
野
文

男
の
動
き
や
思
惑
に
も
触
れ
な
が
ら
、
段
階
的
に
追
求
し
た
。 

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）
二
月
、
草
野
文
男
が
「
博
物
館
、
美
術
館
、
文
化

財
受
托
庫
を
総
合
す
る
文
化
館
」
を
発
企
し
た
と
き
の
仮
称
は
「
綜
合
文
化
館
」

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
年
四
月
に
水
族
館
の
併
設
な
ど
を
新
た
に
構
想
に
加
え
、

建
設
後
援
会
を
立
ち
上
げ
た
と
き
は
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
の
名
称
を
用
い
、

そ
の
名
を
も
っ
て
寄
附
金
集
め
や
議
会
議
決
な
ど
が
行
わ
れ
、
一
九
六
〇
年
（
昭

和
三
五
）
四
月
一
八
日
に
建
設
地
で
行
わ
れ
た
起
工
式
も
、
「
滋
賀
県
観
光
文
化

館
起
工
式
」
と
称
し
た
（
五
〇
）

。
マ
ス
コ
ミ
に
も
「
観
光
文
化
館
と
い
う
も
の
が

つ
く
ら
れ
る
」
と
報
じ
ら
れ
る
な
ど
、
当
時
の
県
民
は
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
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な
る
名
称
の
新
館
が
完
成
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

だ
が
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
三
日
に
定
礎
式
で
谷
口
久
次
郎
知
事
が
命
名
し
た

館
名
は
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
」
で
あ
っ
た
。
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
は

あ
く
ま
で
草
野
文
男
が
用
い
て
い
た
私
称
で
あ
り
、
「
観
光
」
で
は
直
接
的
で
含

み
が
な
い
と
考
え
た
谷
口
知
事
は
、
「
富
士
山
と
並
ぶ
日
本
一
の
び
わ
湖
」
を
館

名
に
冠
す
る
こ
と
で
、
館
の
イ
メ
ー
ジ
に
豊
か
な
含
蓄
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。 

 

ひ
る
が
え
っ
て
二
〇
二
七
年
の
開
館
を
目
指
す
新
・
文
化
館
の
名
称
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
名
称
を
変
え
る
べ
き
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
、

少
々
私
見
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
り
、
幅
広
い
観
点
か
ら
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
場
に
立
脚
し
た
観
点
か

ら
は
、
全
国
的
に
通
用
す
る
現
館
名
を
貴
重
な
財
産
と
し
て
変
え
ず
に
、
新
館
の

館
名
と
し
て
継
承
す
る
こ
と
が
賢
明
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
も
ち
ろ
ん
別
の

意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
正
式
館
名
と
は
別
に
、
愛
称
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
も
検
討
課
題
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
三
日
月
知
事
が
「
み
ん
な
で
決
め
て
い

く
」
と
い
っ
た
視
点
も
重
視
し
た
い
と
表
明
し
て
い
る
と
お
り
、
本
論
を
契
機
に

活
発
な
議
論
が
お
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

 

（
い
の
う
え 

ま
さ
る
・
滋
賀
県
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
保
護
課
主
幹 

兼
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
主
幹
） 

 

註註  

 

（ 

一 

）
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
（
二
〇
二
一
、
滋
賀
県
） 

（ 

二 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
二
八
～
二
九
頁 

（ 

三 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
七
七
頁 

（ 

四 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
一
六
頁 

（ 

五 

）
『
京
都
新
聞
』
二
〇
二
一
年
九
月
一
八
日
朝
刊 

一
六
版
五
面
（
滋
賀
版
）
記
事 

 
 

 
  

見
出
し
「
琵
琶
湖
文
化
館
の
後
継
施
設
『
文
化
館
の
呼
称
残
す
』
知
事
答
弁 23

年
度

ま
で
に
館
名
決
定
」 

（ 

六 

）
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
）
八
頁
掲
載
の
図
版
か
ら
釈
読 

 
 

 
  

報
告
書
に
は
写
真
掲
載
の
み
で
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
や
説
明
等
は
添
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現

物
も
見
当
た
ら
な
い
。
現
物
は
、
恐
ら
く
定
礎
箱
の
中
に
納
入
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。 

（ 

七 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
一
七
頁 

（ 

八 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
一
七
頁 

（ 

九 

）
そ
の
点
に
つ
い
て
は
井
上
ひ
ろ
美
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
五
十
年
－
活
動
の
き

ざ
は
し
」（
『
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
が
守
り
伝
え
る
美 

近
江
巡
礼 

祈
り
の
至
宝
展
』

展
示
図
録
総
論 

二
〇
一
三
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
・
毎
日
新
聞
社
）
に
滋
賀
県
観

光
文
化
館
建
設
後
援
会
が
目
指
し
た
新
館
の
当
初
博
物
館
像
と
し
て
以
下
の
通
り
に
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
再
確
認
と
な
る
。 

 
 

 
  

 

博
物
館
活
動
と
し
て
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
の
中
心
は
滋
賀
の
文
化
財
の
根
幹
で
あ
る

仏
教
美
術
で
あ
っ
た
が
、
滋
賀
会
館
時
代
の
運
営
経
験
か
ら
集
客
効
果
を
狙
っ
て
美
術

館
、
歴
史
博
物
館
、
文
化
財
受
托
庫
、
望
湖
楼
（
展
望
閣
）
、
水
族
館
、
プ
ー
ル
、
熱
帯

植
物
園
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
の
複
数
の
要
素
で
構
成
さ
れ
た
。 

（
一
〇
）
「
昭
和
三
十
五
年
二
月
定
例
滋
賀
県
議
会
会
議
録
（
第
二
号
）
抄
」
（
前
掲
『
琵
琶
湖
文

化
館
創
建
報
告
書
』
一
五
三
頁
～
一
五
四
頁
所
収
） 

（
一
一
）「
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
四
日
毎
日
新
聞
滋
賀
版
月
曜
ト
ッ
ピ
ク
ス
『
湖
辺
に
映
え
る
天

守
／
よ
う
や
く
実
現
の
見
通
し
も
つ
く 

観
光
文
化
館
』
（
Ｆ
・
Ｋ
生 

草
野
文
男
『
し

よ
う
そ
く
』
一
九
六
〇
、
私
家
版 

八
頁
所
収
） 

（
一
二
）
『
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
要
覧
』
（
一
九
九
四
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
）
一
頁 

（
一
三
）
草
野
文
男
氏
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
ご
子
息
で
あ
る
草
野
文
嗣
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
「
（
草
野
自
身
が
）
初
代
民
選
知
事
と
な
っ
た
服
部
に
頼
み

こ
ん
で
、
最
初
の
仕
事
が
産
業
文
化
館
の
建
設
、
次
い
で
館
長
。
そ
れ
か
ら
滋
賀
会
館
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な
る
名
称
の
新
館
が
完
成
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

だ
が
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
三
日
に
定
礎
式
で
谷
口
久
次
郎
知
事
が
命
名
し
た

館
名
は
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
」
で
あ
っ
た
。
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
」
は

あ
く
ま
で
草
野
文
男
が
用
い
て
い
た
私
称
で
あ
り
、
「
観
光
」
で
は
直
接
的
で
含

み
が
な
い
と
考
え
た
谷
口
知
事
は
、
「
富
士
山
と
並
ぶ
日
本
一
の
び
わ
湖
」
を
館

名
に
冠
す
る
こ
と
で
、
館
の
イ
メ
ー
ジ
に
豊
か
な
含
蓄
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。 

 

ひ
る
が
え
っ
て
二
〇
二
七
年
の
開
館
を
目
指
す
新
・
文
化
館
の
名
称
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
名
称
を
変
え
る
べ
き
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
、

少
々
私
見
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
り
、
幅
広
い
観
点
か
ら
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
場
に
立
脚
し
た
観
点
か

ら
は
、
全
国
的
に
通
用
す
る
現
館
名
を
貴
重
な
財
産
と
し
て
変
え
ず
に
、
新
館
の

館
名
と
し
て
継
承
す
る
こ
と
が
賢
明
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
も
ち
ろ
ん
別
の

意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
正
式
館
名
と
は
別
に
、
愛
称
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
も
検
討
課
題
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
三
日
月
知
事
が
「
み
ん
な
で
決
め
て
い

く
」
と
い
っ
た
視
点
も
重
視
し
た
い
と
表
明
し
て
い
る
と
お
り
、
本
論
を
契
機
に

活
発
な
議
論
が
お
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

 

（
い
の
う
え 

ま
さ
る
・
滋
賀
県
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
保
護
課
主
幹 

兼
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
主
幹
） 

 

註註  

 

（ 

一 

）
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
（
二
〇
二
一
、
滋
賀
県
） 

（ 

二 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
二
八
～
二
九
頁 

（ 

三 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
七
七
頁 

（ 

四 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
一
六
頁 

（ 

五 

）
『
京
都
新
聞
』
二
〇
二
一
年
九
月
一
八
日
朝
刊 

一
六
版
五
面
（
滋
賀
版
）
記
事 

 
 

 
  

見
出
し
「
琵
琶
湖
文
化
館
の
後
継
施
設
『
文
化
館
の
呼
称
残
す
』
知
事
答
弁 23

年
度

ま
で
に
館
名
決
定
」 

（ 

六 

）
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
）
八
頁
掲
載
の
図
版
か
ら
釈
読 

 
 

 
  

報
告
書
に
は
写
真
掲
載
の
み
で
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
や
説
明
等
は
添
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現

物
も
見
当
た
ら
な
い
。
現
物
は
、
恐
ら
く
定
礎
箱
の
中
に
納
入
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。 

（ 

七 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
一
七
頁 

（ 

八 

）
前
掲
『
（
仮
称
）
新
・
琵
琶
湖
文
化
館
基
本
計
画
』
一
七
頁 

（ 

九 

）
そ
の
点
に
つ
い
て
は
井
上
ひ
ろ
美
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
五
十
年
－
活
動
の
き

ざ
は
し
」（
『
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
が
守
り
伝
え
る
美 

近
江
巡
礼 

祈
り
の
至
宝
展
』

展
示
図
録
総
論 

二
〇
一
三
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
・
毎
日
新
聞
社
）
に
滋
賀
県
観

光
文
化
館
建
設
後
援
会
が
目
指
し
た
新
館
の
当
初
博
物
館
像
と
し
て
以
下
の
通
り
に
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
再
確
認
と
な
る
。 

 
 

 
  

 

博
物
館
活
動
と
し
て
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
の
中
心
は
滋
賀
の
文
化
財
の
根
幹
で
あ
る

仏
教
美
術
で
あ
っ
た
が
、
滋
賀
会
館
時
代
の
運
営
経
験
か
ら
集
客
効
果
を
狙
っ
て
美
術

館
、
歴
史
博
物
館
、
文
化
財
受
托
庫
、
望
湖
楼
（
展
望
閣
）
、
水
族
館
、
プ
ー
ル
、
熱
帯

植
物
園
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
の
複
数
の
要
素
で
構
成
さ
れ
た
。 

（
一
〇
）
「
昭
和
三
十
五
年
二
月
定
例
滋
賀
県
議
会
会
議
録
（
第
二
号
）
抄
」
（
前
掲
『
琵
琶
湖
文

化
館
創
建
報
告
書
』
一
五
三
頁
～
一
五
四
頁
所
収
） 

（
一
一
）「
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
四
日
毎
日
新
聞
滋
賀
版
月
曜
ト
ッ
ピ
ク
ス
『
湖
辺
に
映
え
る
天

守
／
よ
う
や
く
実
現
の
見
通
し
も
つ
く 

観
光
文
化
館
』
（
Ｆ
・
Ｋ
生 

草
野
文
男
『
し

よ
う
そ
く
』
一
九
六
〇
、
私
家
版 

八
頁
所
収
） 

（
一
二
）
『
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
要
覧
』
（
一
九
九
四
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
）
一
頁 

（
一
三
）
草
野
文
男
氏
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
ご
子
息
で
あ
る
草
野
文
嗣
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
「
（
草
野
自
身
が
）
初
代
民
選
知
事
と
な
っ
た
服
部
に
頼
み

こ
ん
で
、
最
初
の
仕
事
が
産
業
文
化
館
の
建
設
、
次
い
で
館
長
。
そ
れ
か
ら
滋
賀
会
館
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長
兼
務
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
」
（
岩
国
麻
里
夫
『
服
部
岩
吉
』
一
九
六
七
、
一
七
九

頁
）
と
い
う
異
説
が
あ
る
が
、
同
書
の
記
述
は
服
部
本
人
で
は
な
く
そ
の
周
辺
者
か
ら

の
聞
き
書
き
な
の
で
、
草
野
本
人
の
声
を
伝
え
る
文
嗣
氏
の
談
話
を
採
用
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。 

ま
た
、
草
野
文
嗣
氏
か
ら
文
男
氏
の
経
歴
に
つ
い
て
以
下
の
メ
モ
を
提
供
し
て
い
た
だ 

い
た
。 

 
 

 

（
出
生
）
明
治
三
九
年
二
月
二
日 

東
浅
井
郡
上
草
野
村
大
字
鍛
冶
屋 

 
 

 

（
死
亡
）
昭
和
六
〇
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

大
正
一
三
年
四
月 

東
京
私
立
日
本
大
学
法
制
学
会
出
版
部
に
普
通
文
官
養
成
講
義
録 

                        

見
本
を
依
頼 

（
一
八
歳
） 

 
 

 
 

  
 

 

二
四
日 

入
会
の
た
め
会
費
（
一
年
分
）
九
円
五
〇
銭
を
振
替
送
金 

 
 

 
      

 
       

（
卵
五
コ 

二
五
銭
、
鶏
三
羽 
五
円
八
〇
銭
） 

大
正
一
四
年
八
月
二
三
日
～
二
九
日 

二
三
日
出
発
、
二
四
日
和
歌
山
県
庁
へ 

 
 

 
 

      
 

      

和
歌
山
中
学
校
で
普
通
文
官
試
験
予
備
試
験 

 
 

 
 

  
 

 

二
五
日 

「
憲
法
」
か
ら
試
験
開
始 

 
 

 
 

  
 

 

二
九
日 

筆
記
合
格 

七
〇
人 

大
正
一
五
年
三
月
三
一
日 

普
通
文
官
試
験
の
た
め
埼
玉
県
庁
へ 

（
二
〇
歳
） 

 
 

試
験
場 

男
子
師
範
学
校
、
志
願
者
一
二
八
八
人
（
№
一
七
九
号
） 

 
 

 
 

 

四
月
六
日 

 

合
格
者
二
三
〇
人
に
て
明
七
日
の
口
述
試
験
に 

 
 

 
 

 

四
月
七
日 

 

口
述
試
験
終
り 

浦
和
・
東
京
か
ら
帰
郷 

 
 

 
 

 
    

一
五
日 

普
・
文
合
格
通
知 

 
 

 
 

 

五
月
一
一
日 

徴
兵
検
査 

歩
兵
甲
種
合
格 

 
 

 
 

 
    

二
一
日 

京
都
駅
へ
就
職
（
虎
姫
の
Ａ
氏
の
紹
介
） 

一
〇
月
一
日 

滋
賀
県
学
務
部
教
育
課
に
就
職 

昭
和
九
年
六
月  

結
婚 

（
一
四
）
草
野
文
嗣
氏
か
ら
聞
き
取
り
に
よ
る
。 

（
一
五
）
井
上
ひ
ろ
美
「
滋
賀
県
に
お
け
る
地
域
博
物
館
史
の
一
事
例
―
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館

か
ら
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
へ
―
」（
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
『
研
究
紀
要
』
第
二

三
号
、
二
〇
〇
七
）
三
一
頁 

（
一
六
）
文
化
財
保
護
法
第
五
三
条
「
重
要
文
化
財
の
所
有
者
及
び
管
理
団
体
以
外
の
者
が
そ
の

主
催
す
る
展
覧
会
そ
の
他
の
催
し
に
お
い
て
重
要
文
化
財
を
公
衆
の
観
覧
に
供
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
文
化
庁
長
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 

（
一
七
）
前
掲
「
滋
賀
県
に
お
け
る
地
域
博
物
館
史
の
一
事
例
―
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
か
ら
滋

賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
へ
―
」
二
九
頁 

（
一
八
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
二
二
五
頁 

（
一
九
）
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
本
館
の
建
物
は
、
も
と
も
と
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
）
に
大

日
本
武
徳
会
が
募
金
を
集
め
て
建
設
し
た
武
道
場
で
あ
っ
た
が
、
敗
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

り
一
時
武
徳
会
が
解
散
さ
せ
ら
れ
て
県
有
財
産
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
改
修
し
て
、
一

九
四
八
年
一
一
月
三
日
に
博
物
館
兼
物
産
陳
列
場
と
し
て
開
館
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
井
上
ひ
ろ
美
「
滋
賀
県
に
お
け
る
地
域
博
物
館
史
の
一
事
例
―
滋
賀
県
立
産
業
文
化

館
か
ら
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
へ
―
」
前
掲
二
三
～
二
四
頁
）
。 

（
二
〇
）『
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
報
告
書
（
全
）
』（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
）
二

頁
。
な
お
、
草
野
文
男
は
服
部
県
政
の
目
玉
と
し
て
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
六
月

一
五
日
に
開
館
し
た
複
合
施
設
・
県
立
滋
賀
会
館
の
初
代
館
長
で
も
あ
り
、
産
業
文
化

館
長
と
滋
賀
会
館
長
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
歳
末
の
慌
た
だ
し
い
中
で
も
急
遽

の
収
蔵
品
移
転
を
実
行
で
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。 

（
二
一
）
前
掲
「
滋
賀
県
に
お
け
る
地
域
博
物
館
史
の
一
事
例
―
滋
賀
県
立
産
業
文
化
館
か
ら
滋

賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
へ
―
」
二
九
～
三
一
頁 

（
二
二
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
〇
頁
に
著
者
・
岩
国
麻
里
夫
が
こ
の
時
期
の
草
野
が
県
立
短

大
で
「
く
す
ぶ
っ
て
」
過
ご
し
た
と
評
し
て
い
る
が
、
草
野
文
嗣
氏
か
ら
の
教
示
に
よ

り
評
価
を
改
め
た
。 

（
二
三
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
七
八
頁
。
同
書
に
よ
る
と
、
滋
賀
会
館
長
草
野
文
男
は
、
近
江

学
園
長
糸
賀
一
雄
、
農
事
試
験
場
長
五
島
善
秋
と
並
ん
で
「
県
庁
を
困
ら
す
三
人
の
男
」
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に
数
え
ら
れ
た
と
い
う
。
時
と
し
て
官
僚
機
構
や
予
算
措
置
を
無
視
し
て
で
も
必
要
な

仕
事
を
行
い
、
既
成
事
実
を
事
後
に
認
め
さ
せ
る
よ
う
な
手
法
が
共
通
す
る
と
評
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
一
八
一
頁
）
。 

（
二
四
）
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
）
六
頁 

（
二
五
）
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
観
光
文
化
館
建
設
後
援
会
）
一

一
頁
。
ま
た
、
草
野
文
男
『
し
よ
う
そ
く
』（
前
掲
）
一
〇
～
一
二
頁
に
は
草
野
が
二
月

九
日
に
作
成
し
た
「
文
化
館
建
設
計
画
概
要
」
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
施
設
内
容
を
「
１

美
術
館 

２
博
物
館 

３
文
化
財
受
托
庫
」
、
建
築
様
式
・
構
造
を
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
建
四
階
（
一
部
一
階
）
外
観
三
層
の
天
守
閣
と
す
る
。
」
位
置
を
「
大
津
湖
畔
（
浜
大

津
～
石
場
間
）
」
と
す
る
計
画
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
草
野
は
「
琵
琶

湖
の
特
色
を
活
か
し
、
大
衆
に
ア
ツ
ピ
ー
ル
す
る
趣
味
と
個
性
を
も
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
水
に
映
る
大
津
城
）
」
と
も
記
し
て
い
る
。
後
に
実
現
す
る
琵
琶
湖
文
化
館

の
姿
が
水
族
部
門
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
二
六
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
四
一
頁
所
収 

（
二
七
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
〇
頁 

（
二
八
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
八
二
～
八
三
頁 

（
二
九
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
八
二
頁
所
収
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
建
設
後
援

会
設
立
趣
意
書
」 

（
三
〇
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
四
三
頁
所
収
「
観
光
文
化
館
建
設
推
進
経
過
」 

（
三
一
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
一
九
四
～
一
九
五
頁 

（
三
二
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
八
六
～
八
七
頁 

（
三
三
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
二
三
～
二
五
頁 

（
三
四
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
一
頁 

（
三
五
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
五
三
～
六
二
頁
。
文
中
人
名
は
Ｍ
君
（
森
本
潤
弌
）
、
Ｙ
君
（
八

幡
徳
太
郎
）
、
Ｈ
大
人
（
服
部
岩
吉
）
、
Ｉ
さ
ん
（
伊
庭
慎
吉
）
の
よ
う
に
イ
ニ
シ
ャ
ル

化
さ
れ
て
お
り
、
読
み
解
き
は
草
野
文
嗣
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

（
三
六
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
二
頁
。
著
者
の
岩
国
麻
里
夫
は
ま
た
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
建

物
に
つ
い
て
画
家
・
岡
本
太
郎
が
形
の
ぶ
ざ
ま
さ
を
痛
撃
し
て
い
る
こ
と
、
使
い
に
く

い
建
て
物
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
な
ど
の
不
評
も
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
「
草
野

文
男
の
か
つ
て
の
存
在
を
物
語
る
建
造
物
と
し
て
、
び
わ
湖
と
と
も
に
残
る
で
あ
ろ
う
。
」

と
評
し
て
い
る
。 

（
三
七
）『
滋
賀
県
議
会
史
』
第
七
巻
（
一
九
八
三
）
六
七
八
頁
。
昭
和
三
六
年
二
月
定
例
会
に
お

い
て
、
大
和
繁
議
員
の
質
問
に
お
け
る
発
言
。「
文
化
会
館
の
館
長
の
や
り
方
は
独
断
専

行
で
あ
る
。
背
後
に
県
政
界
に
大
き
な
発
言
権
を
も
っ
て
い
る
方
が
あ
る
か
ら
知
事
が

遠
慮
し
て
い
る
の
か
、
一
応
こ
の
問
題
に
け
り
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
」
と
発
言
し
た
。 

（
三
八
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
一
～
四
頁
所
収
。
草
野
館
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
体
裁

で
「
観
光
文
化
館
の
建
設
に
、
一
生
懸
命
努
力
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
」
と
始
ま
る
。
文
中
、

「
観
光
文
化
館
」
が
仮
称
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
一
切
な
い
。 

（
三
九
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
五
～
九
頁
所
収
。
架
空
人
物
の
れ
い
子
と
比
良
夫
の
二
人
が
対

話
す
る
形
で
展
開
す
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
記
事
の
体
裁
で
「
観
光
文
化
館
と
い
う
も
の
が
つ

く
ら
れ
る
そ
う
ね
。
」
と
始
ま
る
。
文
中
、
や
は
り
「
観
光
文
化
館
」
が
仮
称
で
あ
る
と

い
う
説
明
は
一
切
な
く
、
観
光
文
化
館
と
い
う
名
の
も
の
が
作
ら
れ
る
と
い
う
印
象
し

か
得
ら
れ
な
い
。 

（
四
〇
）
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
交
付
の
件
」
（
請
求
番

号 

昭
―
０
２
―
２
２
）
№
５
２ 

（
四
一
）「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
職
務
規
定
の
制
定
に
つ
い
て
」（
請
求
番
号 

昭
―
０
２
―
１

３
７
）
№
８ 

（
四
二
）
「
滋
賀
県
訓
令
第
８
号 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
職
務
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
」

（
請
求
番
号 

昭
―
０
２
―
１
３
７
）
№
４
４ 

（
四
三
）「
滋
賀
県
訓
令
第
６
８
号 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
（
告

示
）
」
（
請
求
番
号 

昭
―
０
２
―
２
１
２
）
№
６
８ 

（
四
四
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
一
九
九
頁
所
収 

（
四
五
）
竹
内
将
人
編
『
俳
道
善
縁
（
俳
人
県
知
事
谷
口
如
水
翁
）
』
（
一
九
七
六
、
財
団
法
人
芭

蕉
翁
遺
跡
顕
彰
会
） 
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に
数
え
ら
れ
た
と
い
う
。
時
と
し
て
官
僚
機
構
や
予
算
措
置
を
無
視
し
て
で
も
必
要
な

仕
事
を
行
い
、
既
成
事
実
を
事
後
に
認
め
さ
せ
る
よ
う
な
手
法
が
共
通
す
る
と
評
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
一
八
一
頁
）
。 

（
二
四
）
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
）
六
頁 

（
二
五
）
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
（
一
九
六
一
、
滋
賀
県
観
光
文
化
館
建
設
後
援
会
）
一

一
頁
。
ま
た
、
草
野
文
男
『
し
よ
う
そ
く
』（
前
掲
）
一
〇
～
一
二
頁
に
は
草
野
が
二
月

九
日
に
作
成
し
た
「
文
化
館
建
設
計
画
概
要
」
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
施
設
内
容
を
「
１

美
術
館 

２
博
物
館 
３
文
化
財
受
托
庫
」
、
建
築
様
式
・
構
造
を
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
建
四
階
（
一
部
一
階
）
外
観
三
層
の
天
守
閣
と
す
る
。
」
位
置
を
「
大
津
湖
畔
（
浜
大

津
～
石
場
間
）
」
と
す
る
計
画
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
草
野
は
「
琵
琶

湖
の
特
色
を
活
か
し
、
大
衆
に
ア
ツ
ピ
ー
ル
す
る
趣
味
と
個
性
を
も
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
水
に
映
る
大
津
城
）
」
と
も
記
し
て
い
る
。
後
に
実
現
す
る
琵
琶
湖
文
化
館

の
姿
が
水
族
部
門
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
二
六
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
四
一
頁
所
収 

（
二
七
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
〇
頁 

（
二
八
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
八
二
～
八
三
頁 

（
二
九
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
八
二
頁
所
収
「
滋
賀
県
観
光
文
化
館
建
設
後
援

会
設
立
趣
意
書
」 

（
三
〇
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
四
三
頁
所
収
「
観
光
文
化
館
建
設
推
進
経
過
」 

（
三
一
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
一
九
四
～
一
九
五
頁 

（
三
二
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
報
告
書
』
八
六
～
八
七
頁 

（
三
三
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
二
三
～
二
五
頁 

（
三
四
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
一
頁 

（
三
五
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
五
三
～
六
二
頁
。
文
中
人
名
は
Ｍ
君
（
森
本
潤
弌
）
、
Ｙ
君
（
八

幡
徳
太
郎
）
、
Ｈ
大
人
（
服
部
岩
吉
）
、
Ｉ
さ
ん
（
伊
庭
慎
吉
）
の
よ
う
に
イ
ニ
シ
ャ
ル

化
さ
れ
て
お
り
、
読
み
解
き
は
草
野
文
嗣
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

（
三
六
）
前
掲
『
服
部
岩
吉
』
一
八
二
頁
。
著
者
の
岩
国
麻
里
夫
は
ま
た
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
建

物
に
つ
い
て
画
家
・
岡
本
太
郎
が
形
の
ぶ
ざ
ま
さ
を
痛
撃
し
て
い
る
こ
と
、
使
い
に
く

い
建
て
物
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
な
ど
の
不
評
も
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
「
草
野

文
男
の
か
つ
て
の
存
在
を
物
語
る
建
造
物
と
し
て
、
び
わ
湖
と
と
も
に
残
る
で
あ
ろ
う
。
」

と
評
し
て
い
る
。 

（
三
七
）『
滋
賀
県
議
会
史
』
第
七
巻
（
一
九
八
三
）
六
七
八
頁
。
昭
和
三
六
年
二
月
定
例
会
に
お

い
て
、
大
和
繁
議
員
の
質
問
に
お
け
る
発
言
。「
文
化
会
館
の
館
長
の
や
り
方
は
独
断
専

行
で
あ
る
。
背
後
に
県
政
界
に
大
き
な
発
言
権
を
も
っ
て
い
る
方
が
あ
る
か
ら
知
事
が

遠
慮
し
て
い
る
の
か
、
一
応
こ
の
問
題
に
け
り
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
」
と
発
言
し
た
。 

（
三
八
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
一
～
四
頁
所
収
。
草
野
館
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
体
裁

で
「
観
光
文
化
館
の
建
設
に
、
一
生
懸
命
努
力
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
」
と
始
ま
る
。
文
中
、

「
観
光
文
化
館
」
が
仮
称
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
一
切
な
い
。 

（
三
九
）
前
掲
『
し
よ
う
そ
く
』
五
～
九
頁
所
収
。
架
空
人
物
の
れ
い
子
と
比
良
夫
の
二
人
が
対

話
す
る
形
で
展
開
す
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
記
事
の
体
裁
で
「
観
光
文
化
館
と
い
う
も
の
が
つ

く
ら
れ
る
そ
う
ね
。
」
と
始
ま
る
。
文
中
、
や
は
り
「
観
光
文
化
館
」
が
仮
称
で
あ
る
と

い
う
説
明
は
一
切
な
く
、
観
光
文
化
館
と
い
う
名
の
も
の
が
作
ら
れ
る
と
い
う
印
象
し

か
得
ら
れ
な
い
。 

（
四
〇
）
「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
交
付
の
件
」
（
請
求
番

号 

昭
―
０
２
―
２
２
）
№
５
２ 

（
四
一
）「
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
職
務
規
定
の
制
定
に
つ
い
て
」（
請
求
番
号 

昭
―
０
２
―
１

３
７
）
№
８ 

（
四
二
）
「
滋
賀
県
訓
令
第
８
号 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
職
務
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
」

（
請
求
番
号 

昭
―
０
２
―
１
３
７
）
№
４
４ 

（
四
三
）「
滋
賀
県
訓
令
第
６
８
号 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
（
告

示
）
」
（
請
求
番
号 

昭
―
０
２
―
２
１
２
）
№
６
８ 

（
四
四
）
前
掲
『
琵
琶
湖
文
化
館
創
建
記
念
誌
』
一
九
九
頁
所
収 

（
四
五
）
竹
内
将
人
編
『
俳
道
善
縁
（
俳
人
県
知
事
谷
口
如
水
翁
）
』
（
一
九
七
六
、
財
団
法
人
芭

蕉
翁
遺
跡
顕
彰
会
） 



- 32 - 
 

（
四
六
）
朝
日
新
聞
大
津
支
局
編
『
現
代
の
顔
―
湖
国
の
一
〇
〇
人
』（
一
九
七
七
、
サ
ン
ブ
ラ
イ

ト
出
版
）
一
八
四
～
一
八
五
頁
「
魚
の
飼
育
係
は
天
職 

県
立
琵
琶
湖
文
化
館
学
芸
員 

松
田
尚
一
」 

（
四
七
）
前
掲
『
現
代
の
顔
―
湖
国
の
一
〇
〇
人
』
一
八
四
頁 

（
四
八
）
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
２
５ 

滋
賀
県
』
（
一
九
七
九
、
角
川
書
店
）
一
三
六
頁 

（
四
九
）
滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
「
琵
琶
湖
と
水
が
織
り
な
す
文
化
的
景
観
」
所
在
確
認
調
査
報
告

書
』
（
二
〇
一
一
）
八
四
～
八
五
頁
「
湖
中
他
界
と
竜
宮
信
仰
」
（
井
上
優
執
筆
） 

 
 

 
 

井
上
優
「
幻
の
明
智
秀
満
湖
水
渡
像
に
つ
い
て
―
琵
琶
湖
に
屹
立
す
る
巨
像
の
夢
―
」

（
『
淡
海
文
化
財
論
叢
』
第
一
三
輯
、
二
〇
二
一
） 

（
五
〇
）
『
琵
琶
湖
文
化
館
の
あ
ゆ
み
―
滋
賀
県
博
物
館
史
事
始
め
―
』
（
二
〇
〇
八
、
滋
賀
県
立

琵
琶
湖
文
化
館
）
七
頁
所
収
の
古
写
真 

 

＊ 

本
稿
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
草
野
文
嗣
氏
（
草
野
文
男
琵
琶
湖
文
化
館
初
代
館
長
の
ご
子
息
）

か
ら
写
真
や
史
料
の
提
供
、
ま
た
聞
き
取
り
や
ご
教
示
な
ど
多
面
に
亘
っ
て
格
別
の
ご
高
配
を

得
ま
し
た
。 

 
 

ま
た
、
文
化
遺
産
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
代
表
の
井
上
ひ
ろ
美
氏
に
県
立
産
業
文
化
館
の
史
料
に
つ

い
て
貴
重
な
教
示
を
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
公
益
財
団
法
人
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
（
琵
琶
湖

文
化
館
担
当
Ｇ
Ｌ
）
の
志
村
恵
子
氏
に
史
料
の
所
在
等
に
か
か
る
重
要
な
情
報
提
供
を
得
ま
し

た
。
滋
賀
県
立
公
文
書
館
の
史
料
調
査
・
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
館
の
馬
渕
兼
一
氏
を
は

じ
め
中
井
善
寿
氏
、
岡
田
昌
子
氏
、
大
月
英
雄
氏
、
杉
原
悠
三
氏
、
門
田
響
氏
、
稲
田
琴
美
氏

ら
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

な
お
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
田
澤
梓
氏
に
は
原
稿
の
編
集
・
校
正
等
の
一
切
に
お
い

て
、
格
別
の
お
骨
折
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

多
く
の
関
係
者
に
対
し
て
、
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。 
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