
資料解説の一部に疑問が寄せられたので、指摘の
内容を調査するあいだ、記事を一時削除します。



今
回
の
企
画
展
示

｢

古
文
書
に
み
る
か

な
が
わ
の
産
業
―
生
業

(

な
り
わ
い)

か

ら
江
戸
時
代
を
考
え
る
―｣

で
は
、
江
戸

期
に
県
内
で
生
活
し
て
い
た
人
々
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
、
日
々
の
生
業
か
ら
再
現
し
て

み
ま
し
た
。

神
奈
川
は
東
と
南
を
海
に
、
北
と
西
を

山
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
県
で
す
。
こ

の
県
域
の
産
業
や
産
物
を
海
・
山
・
里
の

三
つ
の
地
域
に
わ
け
て
展
示
し
ま
し
た
。

｢

第
一
章

海
の
幸｣

で
は
漁
業
を
生

業
と
す
る
漁
村
の
暮
ら
し
と
と
も
に
、
製

塩
や
海
苔
の
養
殖
と
い
っ
た
海
の
恵
に
由

来
す
る
産
物
な
ど
も
紹
介
し
ま
し
た
。

｢

第
二
章

山
の
幸｣

は
炭
焼
・
木
材

の
伐
採
や
漆
、
櫨

(

実
か
ら
蝋
を
と
る)

の
栽
培
、
養
蚕
な
ど
山
村
に
多
く
み
ら
れ

る
産
業
の
実
態
を
古
文
書
か
ら
探
っ
て
み

ま
し
た
。

｢

第
三
章

里
の
恵｣

で
は
、
一
章
・

二
章
で
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
酒
造
や
絞

油
、
水
車
に
関
係
す
る
資
料
を
見
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
村
絵
図
も
多
数
展

示
し
ま
し
た
。
江
戸
期
の
村
の
様
子
が
お

わ
か
り
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
二
〇
〇
九
年
が
神
奈
川

(

横
浜)

開
港
一
五
〇
周
年
を
迎
え
る
記
念
の
年
で

あ
る
こ
と
か
ら
、｢

異
国
船
の
渡
来
と
神

奈
川
の
動
き
―
黒
船
来
航
顛
末
記
―｣

と

し
て
、
プ
レ
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の

な
か
で
神
奈
川
近
海
に
渡
来
し
た
異
国
船

の
絵
を
多
数
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

に
特
徴
を
う
ま
く
捕
ら
え
て
描
か
れ
て
お

り
、
当
時
の
人
が
ど
こ
に
注
目
し
て
い
た

か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
右
は

｢

米
艦
渡

来
浦
賀
之
図｣

か
ら
米
船
メ
ル
カ
ド
ル
号

(

帆
船)

、
左
は

｢

金
河
奇
勝｣

か
ら
米
艦

ス
ェ
ス
ハ
ン
ナ
号

(

サ
ス
ケ
ハ
ン
ナ

蒸

気
船)

で
す
。
メ
ル
カ
ド
ル
号
の
側
面
に

は
砲
門
が
多
数
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

船
は
弘
化
二

(

一
八
四
五)

年
に
日
本
人

漂
流
民
引
渡
し

の
た
め
浦
賀
に

来
航
し
ま
し
た
。

サ
ス
ケ
ハ
ン
ナ

号
は
安
政
五

(

一
八
五
三)

年
浦
賀
に
来
航

し
た
ペ
リ
ー
艦

隊
の
内
の
一
隻

で
す
。

来
年
度
は
い

よ
い
よ
一
五
〇

周
年
本
番
で
す
。

当
館
で
も
メ
モ

リ
ア
ル
イ
ベ
ン

ト
を
企
画
し
て

お
り
ま
す
。
お

楽
し
み
に
。
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平
成
二
〇
年
度
第
五
回
の
ミ
ニ
展
示
は
、

来
年
度
の
開
港
一
五
〇
年
に
向
け
て
、
そ

の
前
段
階
と
な
る
資
料
と
し
て
、
当
館
に

寄
託
さ
れ
て
い
る
武
蔵
国
都
筑
郡
上
川
井

村

中
野
家
文
書

｢

異
国
船
渡
来
ニ
付
御

取
締
御
請
書｣

を
紹
介
し
ま
し
た
。

こ
の
資
料
は
、
嘉
永
七
年

(

安
政
元
年

一
八
五
四)

、
二
度
目
の
ア
メ
リ
カ
東
イ

ン
ド
艦
隊
来
航
に
備
え
て
出
さ
れ
た
、
取

締
り
の
請
書
で
す
。

こ
の
中
で
は
、
沿
岸
警
護
の
大
通
行
に

備
え
て
の
街
道
整
備
や
、
米
穀
値
段
の
安

定
、
自
警
に
よ
る
治
安
の
維
持
な
ど
、
幕

府
が
村
々
に
対
し
て
出
し
た
触
れ
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
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昭
和
五
十
年
四
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
長

洲
県
政
の
中
で
特
筆
す
べ
き
も
の
の
一
つ

が
商
工
行
政
で
す
。

従
来
は
中
小
企
業
金
融
な
ど
が
中
心
で

あ
っ
た
商
工
行
政
で
す
が
、｢

地
方
の
時

代｣

を
掲
げ
た
長
洲
一
二
知
事
は
、
昭
和

五
十
三
年
に

｢

頭
脳
セ
ン
タ
ー
構
想｣

を

提
唱
し
ま
し
た
。

昭
和
五
十
七
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た

『

頭
脳
セ
ン
タ
ー
構
想
実
現
の
た
め
に

―
技
術
立
国
は
神
奈
川
か
ら
―』

(J０００
-

0001 -1934)

に
よ
れ
ば
、
雇
用
や
生
産

の
構
造
の
変
化
、
神
奈
川
の
産
業
構
造
の

変
化
を
受
け
、
首
都
圏
に
あ
る
神
奈
川
県

の
優
位
性
と
わ
が
国
有
数
の
工
業
県
と
い

う
先
進
性
を
生
か
し
て
、
高

付
加
価
値
の
製
品
を
生
産
す

る
都
市
型
産
業
に
移
行
し
、

新
し
い
質
を
持
っ
た
頭
脳
型

の
産
業
構
造
を
形
成
し
て
い

く
た
め
、
県
内
の
各
地
域
に

研
究
開
発
機
能
を
集
積
し
て

そ
の
活
性
化
と
拡
大
を
図
る

と
と
も
に
、
県
内
に
蓄
積
さ

れ
た
研
究
者
、
技
術
者
、
大

学
、
研
究
機
関
の
相
互
及
び

企
業
と
の
間
に
交
流
促
進
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
組
織
し
て
、
研
究
開
発
の
風
土
づ
く

り
と
活
性
化
を
図
り
、
県
内
の
企
業
の
技

術
開
発
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

平
成
三
年
に
発
行
さ
れ
た
こ
の
資
料
の

中
で
は
、
神
奈
川
科
学
技
術
ア
カ
デ
ミ
ー
、

か
な
が
わ
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー
ク
、
湘
南
国
際

村
、
厚
木
森
の
里
な
ど
の
整
備
や
、
神
奈

川
県
研
究
開
発
型
企
業
連
絡
会
議
の
設
置

な
ど
の
諸
施
策
を
有
識
者
と
県
の
担
当
者

の
対
談
な
ど
に
よ
り
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
構
想
の
中
で
、
み
な
と
み

ら
い
21
や
横
須
賀
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
な
ど

の
産
業
立
地
も
進
み
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
頭
脳
セ
ン
タ
ー
構
想
に
よ

る
諸
施
策
を
踏
ま
え
、
長
洲
知
事
が
打
ち

出
し
た
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
が

｢

テ
ク
ノ

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
な
が
わ｣

と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
で
は
、
こ
れ
ら

の
商
工
行
政
、
産
業
立
地
の
諸
施
策
の
公

文
書
な
ど
も
保
存
し
て
い
ま
す
。

神
奈
川
県
に
は
今
な
お
15
の
米
軍
基
地

が
存
在
し
、
施
設
の
数
で
は
全
国
第
三
位
、

基
地
従
業
員
の
数
で
は
沖
縄
県
を
わ
ず
か

な
が
ら
抜
い
て
全
国
一
位
の
九
、
〇
七
〇

人
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

ま
で
の
基
地
問
題
は
、
騒
音
や
ジ
ェ
ッ
ト

機
の
墜
落
な
ど

｢

基
地
対
策｣

と
し
て
捉

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
で
働
く
人
々

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

そ
こ
で
今
回
の
ミ
ニ
展
示
で
は
、
駐
留

軍
労
働
者
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
か
な
が

わ
の
渉
外
労
務
政
策
に
関
す
る
資
料
を
ご

紹
介
し
ま
し
た
。

終
戦
に
よ
る
連
合
国
軍
の
進
駐
に
伴
い

本
県
で
の
進
駐
軍

(

講
和
条
約
後
は
駐
留

軍)

へ
の
労
務
提
供
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

こ
の
労
務
提
供
を
含
む
渉
外
労
務
事
務
は
、

国
か
ら
の
委
任
事
務
と
し
て
、
横
浜
・
横

須
賀
な
ど
の
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
が
中

心
と
な
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
渉
外
労
務

管
理
事
務
所
は
、
駐
留
軍
か
ら
の
労
務
要

求
に
基
づ
き
希
望
者
を
募
集
し
ま
し
た
。

報
酬
は
当
初
日
給
で
し
た
が
後
に
月
給
に

逐
次
改
め
ら
れ
、
職
務
や
能
力
に
よ
っ
て

は
語
学
加
給
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
勃
発

に
よ
り
増
大
し
た
従
業
員
は
、
そ
の
後
の

ア
メ
リ
カ
国
防
予
算
の
削
減
、
施
設
の
整

理
統
合
に
よ
り
、
大
幅
な
人
員
整
理
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
渉
外
労
務
管

理
事
務
所
で
は
、
再
就
職
先
の
斡
旋
や
職

業
訓
練
等
を
行
い
対
応
し
ま
し
が
、
切
実

な
従
業
員
の
姿
が
、
横
浜
市
長
の
救
済
要

求
や
労
働
協
議
会
の
資
料
な
ど
か
ら
窺
え

ま
す
。

こ
れ
ら
の
渉
外
労
務
事
務
は
、
二
〇
〇

二
年
か
ら
県
の
手
を
離
れ
て
、
国
及
び
独

立
行
政
法
人
へ
移
管
さ
れ
ま
し
た
。
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資
料
解
説
の
一
部
に
疑
問
が
寄
せ

ら
れ
た
の
で
、指
摘
の
内
容
を
調

査
す
る
あ
い
だ
記
事
を
一
時
削
除

し
ま
す
。


