
 

 

                            

                            

                            

松原内湖見取図【明つ 39（152）】 



 
特
集 

「
県
立
公
文
書
館
」
の
新
機
能
に
つ
い
て 

 
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
一
日
、
当
室
は
滋
賀
県
立

公
文
書
館
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
新
た
な

公
文
書
館
と
な
る
に
伴
い
、
大
き
く
変
わ
る
点
を
御
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

新
し
い
資
料
の
公
開 

 

こ
れ
ま
で
、
当
室
で
は
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
資

料
を
歴
史
的
文
書
と
し
て
公
開
し
て
き
ま
し
た
が
、
本
年
四
月

一
日
よ
り
、
こ
れ
ら
を
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
引
き
続
き

公
開
し
、
ま
た
、
新
た
に
移
管
し
た
戦
後
の
資
料
も
順
次
公
開

し
て
い
き
ま
す
。
開
館
時
に
は
、
全
国
学
力
調
査
や
、
琵
琶
湖

総
合
開
発
に
関
す
る
文
書
な
ど
、
戦
後
期
の
公
文
書
約
四
千
冊

を
追
加
で
公
開
予
定
で
す
。 

さ
ら
に
は
、
県
に
ゆ
か
り
の
深
い
個
人
や
団
体
か
ら
の
寄

贈
・
寄
託
文
書
の
受
入
れ
も
行
っ
て
い
き
ま
す
。
昨
年
寄
贈
を

受
け
た
「
堀
田
義
次
郎
関
係
文
書
」
は
、
四
月
の
開
館
に
あ
わ 

         

             せ
て
公
開
す
る
予
定
で
す
。 

こ
れ
ら
公
開
対
象
の
資
料
は
、
本
県
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ

ー
ビ
ス
（
し
が
ネ
ッ
ト
）
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
郵
送
に
よ
り
利
用

請
求
が
で
き
ま
す
。
請
求
の
受
理
か
ら
三
〇
日
以
内
に
利
用
審

査
を
行
い
、
利
用
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
通
知
書

を
持
っ
て
、
指
定
さ
れ
た
日
時
に
ご
来
室
く
だ
さ
い
。 

た
だ
し
、
目
録
の
利
用
区
分
が
「
公
開
」
の
資
料
で
あ
れ
ば
、

申
請
当
日
に
ご
利
用
で
き
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
四
月
以
降
は
利
用
の
方
法
が
従
来
と
大
き
く

変
わ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
利
用
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。 

 

検
索
シ
ス
テ
ム
の
導
入 

こ
れ
ま
で
、
目
録
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
は
室
内
の
備
え
付
け

パ
ソ
コ
ン
で
し
か
で
き
ず
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
エ
ク
セ
ル
形

式
で
の
み
公
開
し
て
い
ま
し
た
が
、
四
月
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
も
目
録
検
索
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。 

キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
横
断
的
な
検
索
以
外
に
も
、
資
料
分
類

に
よ
る
階
層
検
索
も
可
能
で
す
。 

 

検
索
シ
ス
テ
ム
で
特
定
し
た
資
料
は
、
画
面
上
の
利
用
請
求

ボ
タ
ン
を
押
す
と
蓄
積
さ
れ
、
一
覧
表
と
し
て
抽
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
利
用
請
求
書
を
提
出
の
際
は
、
別
紙
と
し
て
こ

の
表
を
添
付
す
る
こ
と
で
、
簡
単
に
書
類
の
作
成
が
可
能
と
な

り
ま
す
。 

 

企
画
展
の
デ
ジ
タ
ル
展
示 

公
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
、
こ
れ
ま
で
当
室
で
行
っ
た

展
示
を
画
像
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、
展
示
に
関
連
す

る
文
書
を
検
索
シ
ス
テ
ム
の
目
録
情
報
と
紐
づ
け
る
予
定
で 

          
 

歴史公文書 

明治期 4,187冊 

大正期 1,598冊 

昭和戦前期 3,297冊 

令和２年度以降

移管文書 
3,954冊 

行政資料 614点 

寄贈・寄託文書 52点 

検索画面（開発中） 

開館時に公開予定の資料 

全国学力調査関係資料【昭39-79、83】 



 
あ
り
、
公
文
書
館
に
ど
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な

い
場
合
で
も
、
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
か
ら
資
料
を
探
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
備 

さ
ら
に
、
ニ
ー
ズ
が
高
い
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。
こ
れ
ら
の
画
像
は
、
特
段
の
断
り
が
な
い
限
り
当
館

に
申
請
す
る
こ
と
な
く
自
由
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

ま
ず
は
、
旧
村
絵
図
と
社
寺
明
細
帳
を
公
開
し
ま
す
。 

 

こ
の
旧
村
絵
図
は
、
堤
防
や
橋
梁
、
道
路
な
ど
の
長
さ
が
記

さ
れ
た
も
の
で
、
当
県
で
は
全
一
〇
簿
冊
を
所
蔵
し
て
い
ま
す

【
明
へ
１
～
９
、
68

】。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
二
月
八

日
、
県
令
松
田
道
之
の
指
示
に
よ
り
各
村
が
作
成
し
た
も
の
で
、

施
設
ご
と
に
「
自
普
請
所
」「
御
普
請
所
」
と
、
改
修
費
を
官
民

い
ず
れ
が
負
担
す
る
か
、
細
か
く
注
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
の
社
寺
明
細
帳
は
、
明
治
期
か
ら
終
戦
直
後
に
か
け
て

用
い
ら
れ
た
神
社
や
寺
院
等
の
公
的
管
理
台
帳
で
す
。
祭
神
・

本
尊
や
由
緒
、
境
内
・
建
物
の
規
模
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

神
社
や
寺
院
の
歴
史
を
知
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
も
研
究
者
の
み

な
ら
ず
県
民
の
方
に
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
文
書
で
す
。 

 

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
通
常
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
に

加
え
、
地
域
ご
と
の
階
層
検
索
も
可
能
で
す
。
た
と
え
ば
、「
県

社
」
→
「
滋
賀
郡
」
→
「
坂
本
村
」
と
選
ぶ
こ
と
で
、
坂
本
村

に
あ
る
県
社
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

現
在
、
例
規
の
デ
ジ
タ
ル
化
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、

順
次
こ
れ
ら
も
公
開
し
て
い
き
、
よ
り
充
実
し
た
デ
ジ
タ
ル
ア

ー
カ
イ
ブ
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

               

そ
の
他
に
も
、
滋
賀
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
で 

は
、「
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
展
示
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
積
極
的
に
一
般
の
利
用
に
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
受
け
、

公
文
書
館
で
は
図
書
館
や
博
物
館
と
の
連
携
事
業
、
学
校
教
育

と
の
連
携
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
か
ら
実
施
し
て
い
る
一
般
向

け
の
講
座
等
も
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

県
政
史
料
室
の
時
と
場
所
こ
そ
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
公
文
書

館
と
し
て
の
機
能
を
し
っ
か
り
と
担
い
、
公
文
書
が
「
健
全
な

民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
県
民
共
有
の
知
的
資
源
」
と
し
て
、

み
な
さ
ま
に
よ
り
一
層
利
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
の
ご
利
用
を
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。            

 
 

 
   

（
岡
本 
和
己
）  

 

   

令
和
二
年
二
月
四
日
、
県
内
各
市
町
の
文
書
管
理
や
、
歴
史

公
文
書
等
に
関
わ
る
情
報
交
換
の
た
め
、
平
成
二
十
二
年
度
よ

り
毎
年
行
っ
て
い
る
担
当
者
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

今
回
は
、
今
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
滋
賀
県
公
文
書

等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
や
、
滋
賀
県
立
公
文
書
館
の
設
置
お

よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
の
報
告
を
、
本
県
よ
り
行

い
ま
し
た
。 

 
 

参
加
者
か
ら
は
、
歴
史
公
文
書
の
管
理
を
め
ぐ
る
動
向
や
、

今
後
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な
質
疑
が
な
さ
れ
、
各
市
町

に
お
い
て
歴
史
公
文
書
の
保
存
管
理
を
進
め
て
い
く
上
で
、
大

変
参
考
に
な
る
議
論
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

各
市
町
の
担
当
者
か
ら
出
さ
れ
た
議
題
を
も
と
に
意
見
交
換

を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
文
書
管
理
に
関
わ
る
現
状
と
課
題
を

共
有
し
ま
し
た
。 

 
 

会議の様子 

デジタルアーカイブのイメージ 



    

本
県
で
は
、
歴
史
的
文
書
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
毎
年

秋
に
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
昨
年
二
月
に

本
県
の
農
林
水
産
業
が
、
国
の
認
定
す
る
日
本
農
業
遺
産
に
認

定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
琵
琶
湖
の
漁
業
を
テ
ー
マ
に
選
び
ま
し

た
。
十
一
月
二
十
七
日
（
水
）、
同
志
社
大
学
の
佐
野
静
代
氏
に

お
話
し
い
た
だ
き
、
五
三
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
概

要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

「
里
湖
」
と
し
て
の
琵
琶
湖 

 

近
年
、
自
然
保
護
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、「
里
山
」
な
ど

の
「
二
次
的
自
然
」（
人
の
手
の
加
わ
っ
た
自
然
）
が
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。
私
は
水
辺
に
も
同
様
の
自
然
が
存
在
す
る
と
考

え
、
琵
琶
湖
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
よ
う
な
「
里
湖
」
の
研
究

を
続
け
て
き
ま
し
た
。 

 

琵
琶
湖
を
代
表
す
る
生
業
は
、
何
と
い
っ
て
も
漁
業
で
す
。

特
に
水
深
が
浅
い
南
湖
沿
岸
部
は
、
水
草
や
ヨ
シ
群
落
が
発
達

し
、
魚
に
と
っ
て
は
何
よ
り
の
産
卵
場
所
と
な
り
ま
す
。「
伝

統
」
漁
法
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
リ
は
、
産
卵
回
遊
す
る
フ
ナ
を

狙
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

 

琵
琶
湖
の
水
辺
に
生
え
る
ヨ
シ
は
、
経
済
的
価
値
の
高
い
資

源
で
、
屋
根
の
葺
材
や
簾
を
編
む
際
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
ヨ
シ
を
刈
り
取
る
と
い
う
行
為
に
、
実
は
ヨ
シ
群
落
を
守
る

効
果
の
あ
る
こ
と
が
近
年
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ヨ
シ
は
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
枯
れ
て
腐
っ
て
土
が
た
ま
り
、
ヤ
ナ
ギ

林
に
遷
移
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
ヨ
シ
刈
り
を
行
う
こ 

           

と
で
、
枯
れ
た
ヨ
シ
が
取
り
除
か
れ
、
翌
年
以
降
も
ヨ
シ
群
落

が
保
た
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
古
く
か
ら
琵
琶
湖
岸
で
は
、

水
草
と
底
泥
を
採
取
し
、
田
畑
の
肥
料
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
行
為
も
内
湾
が
埋
ま
る
の
を
防
ぎ
、
水
辺
を
保
つ
効
果
が

あ
り
ま
し
た
。 

 
と
こ
ろ
で
、
ヨ
シ
や
水
草
は
水
中
の
リ
ン
や
窒
素
を
吸
収
す

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
枯
れ
て
し
ま
え
ば
再
び
水
中

へ
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ヨ
シ
刈
り
や
水
草
採
り
に
は
、
こ
れ

ら
を
陸
上
に
回
収
す
る
効
果
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
琵
琶
湖
の
水
辺
は
人
の
手
が
加
わ
る
こ
と
で
、

そ
の
環
境
が
保
た
れ
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
の
自
然
保
護
の
考

え
方
で
は
、
な
る
べ
く
人
が
触
れ
な
い
方
が
よ
い
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
現
在
で
は
「
里
山
」
の
よ
う
に
、
人
が
適
度
に
関

わ
っ
て
こ
そ
、
保
た
れ
て
き
た
自
然
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
は
、
山
辺
だ
け
で
は
な
く
水
辺

に
も
存
在
し
、
私
は
そ
れ
を
「
里
山
」
と
の
対
比
で
「
里
湖
」

と
呼
ん
で
き
た
わ
け
で
す
。 

「
里
湖
」
生
態
系
の
成
立 

 

こ
の
よ
う
な
「
里
湖
」
生
態
系
の
歴
史
は
、
比
較
的
新
し
い

も
の
で
、
要
と
な
る
水
草
採
り
は
、
一
九
世
紀
初
頭
に
急
増
し

た
も
の
で
し
た
。
こ
の
時
期
の
京
都
で
は
、
灯
火
用
油
と
し
て

菜
種
の
需
要
が
高
ま
り
、
琵
琶
湖
岸
の
水
田
裏
作
と
し
て
菜
種

栽
培
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
肥
料
と
し
て
、
水
草
が
用
い

ら
れ
た
の
で
す
。
当
時
他
の
産
地
で
は
、
肥
料
と
な
る
干
鰯
が

高
騰
し
て
い
ま
し
た
が
、
滋
賀
県
で
は
無
料
で
水
草
肥
料
が
手

に
入
っ
た
た
め
、
圧
倒
的
に
経
費
の
面
で
有
利
で
し
た
。
そ
の

た
め
、
明
治
初
期
に
は
、
本
県
は
全
国
第
三
位
の
菜
種
生
産
地

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

島
根
・
鳥
取
両
県
に
ま
た
が
る
中
海
で
も
、
高
騰
す
る
干
鰯

の
代
わ
り
に
水
草
を
用
い
て
、
全
国
有
数
の
木
綿
産
地
に
成
長

し
て
い
ま
す
。「
里
湖
」
の
生
態
系
は
、
江
戸
時
代
の
商
品
作
物

の
導
入
に
と
も
な
い
、
比
較
的
短
期
間
で
形
成
さ
れ
た
「
人
為

的
な
生
態
系
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

「
里
湖
」
形
成
の
背
景
に
は
、
山
地
の
荒
廃
も
深
く
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
近
世
初
期
の
田
上
山
（
現
・
大
津
市
）
で
は
、
村

民
た
ち
が
内
職
の
灯
火
に
用
い
る
た
め
に
松
林
を
伐
採
し
、

次
々
と
松
の
木
の
根
を
掘
り
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
は

げ
山
化
が
進
み
、
大
量
の
土
砂
が
平
野
部
に
流
れ
、
琵
琶
湖
岸

に
三
角
州
が
発
達
し
ま
す
。
そ
の
地
域
は
、
や
が
て
田
畑
と
し

て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
肥
料
と
し
て
水
草
の
需
要

増
大
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
田
上
山
か
ら
の
土
砂
流
出
は
、
琵
琶
湖
底
を
砂
地
に

変
え
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
セ
タ
シ
ジ
ミ
が
大
量
に
取
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
シ
ジ
ミ
を
漁
獲
す
る
こ
と
は
、
そ
の
体
内

に
取
り
込
ま
れ
た
、
水
中
の
懸
濁
物
（
栄
養
分
）
を
陸
上
に
回

講演中の佐野静代氏 



 
収
す
る
効
果
が
あ
り
、
琵
琶
湖
の
水
質
浄
化
に
と
っ
て
、
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
セ
タ
シ
ジ
ミ
の
漁
獲
量
が
増
大
す
る
と
、
そ
の
貝
殻
を
焼
い

て
、「
肥
料
」（
土
壌
改
良
剤
）
と
な
る
貝
灰
が
製
造
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
こ
の
貝
灰
は
、
田
上

山
麓
の
村
々
に
大
量
に
売
ら
れ
ま
し
た
。
田
上
山
で
は
、
領
主

の
膳
所
藩
が
土
砂
留
を
行
い
、
草
刈
り
な
ど
を
禁
止
し
た
た
め
、

村
々
は
慢
性
的
な
肥
料
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
内
陸

部
で
は
、
干
鰯
は
高
価
な
た
め
、
安
価
な
貝
灰
が
重
宝
さ
れ
た

の
で
す
。
貝
灰
は
主
に
灯
火
用
の
菜
種
栽
培
に
用
い
ら
れ
、
菜

種
の
普
及
に
よ
り
、
こ
れ
以
上
灯
火
の
た
め
に
松
の
根
を
採
掘

す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
琵
琶
湖
か
ら
運
ば
れ
た
水
産

肥
料
は
、「
里
山
」
の
は
げ
山
化
を
抑
制
す
る
効
果
も
あ
っ
た

の
で
す
。 

 

「
里
湖
」
と
エ
リ
漁 

 

「
伝
統
」
漁
法
の
エ
リ
も
ま
た
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
姿
を

変
化
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
現
在
エ
リ
は
、
環
境
に
や
さ
し
く
持

続
可
能
な
、
待
ち
受
け
漁
法
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
現
在
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
環
境
に
や
さ
し
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
入
札
制
度
の
導
入
と
、
漁
獲

技
術
の
革
新
と
い
う
大
変
化
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

下
記
の
図
は
、
県
政
史
料
室
の
資
料
を
用
い
て
作
成
し
た
、

入
り
江
内
湖
（
現
・
米
原
市
）
の
エ
リ
漁
獲
高
を
示
す
グ
ラ
フ

で
す
。
こ
の
う
ち
、
琵
琶
湖
と
内
湖
を
結
ぶ
水
路
に
位
置
す
る

エ
リ
は
、
産
卵
に
や
っ
て
く
る
フ
ナ
を
一
網
打
尽
に
で
き
る
た

め
、
突
出
し
て
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
エ
リ
は
、
村
内
を

一
一
組
に
分
け
た
当
番
制
で
利
用
さ
れ
、
村
民
全
員
に
漁
獲
物 

              

が
行
き
渡
る
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

一
方
、
野
洲
郡
木
浜
村
（
現
・
守
山
市
）
の
エ
リ
は
、
最
も

高
額
の
入
札
金
に
よ
っ
て
、
落
札
し
た
者
の
み
が
利
用
で
き
ま

し
た
。
そ
の
落
札
金
は
、
村
民
全
員
に
分
配
さ
れ
た
も
の
の
、

あ
が
っ
た
収
益
は
落
札
者
の
も
の
と
な
り
、
全
て
の
収
益
が
村

民
全
員
に
還
元
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

よ
う
な
入
札
型
の
エ
リ
は
、
近
世
末
期
～
明
治
初
期
に
広
く
見

ら
れ
、
明
治
十
九
年
の
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
県
内
エ
リ
総
数

六
七
一
の
う
ち
、
一
六
九
は
入
札
型
（
二
五
％
）
だ
っ
た
よ
う

で
す
（「
漁
魚
税
取
調
事
類
」【
明
く
９
合
本
１
】）。 

 

重
要
な
こ
と
は
、
漁
獲
量
の
多
い
エ
リ
ほ
ど
、
入
札
型
だ
っ

た
と
い
う
事
実
で
す
。
こ
の
よ
う
な
エ
リ
は
、
儲
か
る
こ
と
が

確
実
な
た
め
競
争
者
も
多
く
、
入
札
金
が
高
騰
す
る
傾
向
に
あ

り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
天
保
二
年
の
神
崎
郡
三
谷
村
（
現
・
彦

根
市
）
の
落
札
額
は
三
〇
〇
両
（
一
〇
年
間
）
で
、
と
て
も
普

通
の
農
民
が
払
え
る
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
っ
て
落

札
者
は
元
を
と
る
た
め
に
、
エ
リ
の
技
術
を
上
げ
て
落
札
金
を

上
回
る
収
益
を
目
指
す
必
要
が
出
て
き
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
の
エ
リ
は
、
長
さ
は
決
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

形
（
構
造
）
は
規
制
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

入
札
制
度
の
導
入
以
降
、
ツ
ボ
（
魚
を
獲
る
場
所
）
の
数
は
二

個
か
ら
一
六
個
ま
で
増
え
、
魚
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
す
る
仕
切

り
も
複
雑
化
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
、
エ
リ
の
一
大
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
、

都
市
部
の
動
向
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。
当
時
京
都
で
は
、

「
生
洲
」
料
理
屋
が
大
流
行
し
、
生
食
用
の
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ

（
な
ま
す
ぶ
な
）
が
大
量
に
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
フ
ナ

は
、
京
都
ま
で
生
き
た
ま
ま
運
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
一

般
的
な
刺
網
で
は
傷
が
つ
き
、
運
送
中
に
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
点
、
無
傷
の
ま
ま
獲
れ
る
エ
リ
は
、
漁
獲
法
と
し
て
最
適

で
し
た
。
大
繁
盛
し
た
「
生
洲
」
料
理
屋
は
、
入
札
権
の
あ
る

代
理
人
を
通
じ
て
、
エ
リ
の
入
札
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
の
時
期
の
エ
リ
に
は
、
京
都
の
資
本
の
影
響
に
よ
り
、

大
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
「
里
湖
」
は
、
時
代
ご
と
に
大
き
く
姿
を
変
え

て
き
ま
し
た
。「
伝
統
」
漁
法
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
固
定
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
は
間
違
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
エ
リ
漁
を
持

続
可
能
な
漁
業
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
保
全
し
て
い
く
場
合
、
そ

の
再
生
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
ど
の
時
点
に
置
く
か
と
い
う
こ
と

を
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
里
湖
」
型
の
自
然
の
場

合
、
取
り
戻
し
た
い
「
自
然
」
の
姿
は
、
決
し
て
自
明
な
も
の

で
は
な
い
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
文
責
・
大
月 

英
雄
） 
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近
代
に
お
け
る
琵
琶
湖
岸
の
農
地
開
発
が
、
史
料
に
現
れ
る

の
は
戦
前
の
内
湖
干
拓
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
、
天
保
期

の
新
田
開
発
が
記
さ
れ
て
い
る
外
は
、
そ
の
全
体
像
は
ほ
と
ん

ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
国
有
地
で
あ
る
湖
面

を
農
地
と
し
て
開
発
す
る
場
合
、
開
発
者
か
ら
県
に
申
請
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
全
て
と
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
膨
大

な
申
請
書
類
が
県
政
史
料
室
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

明
治
・
大
正
時
代
に
琵
琶
湖
に
農
地
が
開
か
れ
て
い
っ
た
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
調

査
を
行
っ
た
結
果
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

調
査
概
要
と
明
治
前
中
期
の
開
発
に
つ
い
て 

調
査
の
結
果
、
農
地
開
発
は
主
に
「
埋
立
」
と
「
寄
洲
の
開

墾
」
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
明
治
の

中
期
頃
ま
で
は
、
主
に
湖
面
の
「
埋
立
」
に
よ
り
新
た
な
土
地

が
生
み
出
さ
れ
、
工
事
を
自
費
で
成
功
さ
せ
た
者
に
は
、
無
償

で
そ
の
土
地
が
譲
渡
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
後
期
以
降
は
、
埋
立

だ
け
で
な
く
、
南
郷
洗
堰
の
設
置
に
よ
り
琵
琶
湖
水
位
が
低
下

し
て
陸
地
化
し
た
土
地
が
、
官
有
「
寄
洲
」
と
し
て
農
民
に
貸

付
け
ら
れ
、
も
し
く
は
払
下
げ
ら
れ
て
、
開
墾
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

今
回
の
調
査
で
、
約
千
九
百
点
の
文
書
を
閲
覧
し
集
計
し
た

結
果
、
約
二
千
筆
の
農
地
開
発
の
申
請
が
出
願
さ
れ
て
い
ま
し

た
（
農
地
一
枚
の
こ
と
を
一
筆
と
い
い
ま
す
）。
そ
の
集
計
結

果
を
図
１
に
示
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
前
中
期
と
、

明
治
後
期
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
の
二
期
間
の
開
発
隆
盛

期
が
あ
り
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
か
ら
断
絶
期
間
が

あ
っ
て
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
以
降
に
も
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

                        

埋
立
の
一
例
と
し
て
新
浜
地
先
（
現
在
の
草
津
市
新
浜
町
）

に
お
け
る
明
治
十
四
年
の
埋
立
申
請
図
を
示
し
ま
す
（
写
真

①
）。
明
治
前
中
期
の
埋
立
の
特
徴
に
つ
い
て
、
明
治
十
五
年

の
県
か
ら
国
へ
の
開
発
伺
い
文
書
【
明
う
29
合
本
3(

37)

】

に
よ
れ
ば
、「
県
下
村
落
開
墾
地
ノ
如
キ
多
ク
ハ
添
地
切
開
ノ

類
ニ
シ
テ
過
半
ハ
壱
反
歩
未
満
開
墾
ニ
有
之
」
と
あ
り
ま
す
。

「
添
地
切
開
」
と
は
、
自
ら
の
所
有
地
に
接
続
す
る
土
地
の
開

墾
と
い
う
意
味
で
、
大
半
が
一
反
（
約
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
未

満
の
小
規
模
開
墾
で
し
た
。
つ
ま
り
、
湖
岸
に
接
す
る
自
己
の

所
有
農
地
を
少
し
ず
つ
埋
立
て
、
拡
大
す
る
方
法
が
こ
の
時
期

の
主
流
で
し
た
。
し
か
し
、
図
１
を
見
る
と
、
明
治
二
十
六
年

か
ら
は
開
発
申
請
が
一
旦
完
全
に
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。 県

下
で
は
明
治
二
十
二
年
に
鉄
道
東
海
道
線
が
開
通
し
、
瀬

田
川
に
橋
梁
が
架
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
折
悪
く
明
治
二
十
二
年

か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
降
雨
に
よ
り
湖
岸
の
多
く
の
農
地
が
浸

水
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。
沿
湖
の
人
民
は
こ
の
瀬
田
川
の
架
橋

が
通
水
を
阻
害
し
て
い
る
と
し
て
陳
情
し
、
鉄
道
の
運
行
を
妨

害
す
る
ほ
ど
の
騒
ぎ
と
な
り
ま
し
た
。
後
に
、
こ
の
架
橋
が
水

害
の
原
因
で
は
な
い
と
証
明
さ
れ
ま
す
が
、
人
民
の
不
安
は
収

ま
ら
ず
、
県
庁
内
で
も
水
害
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
が
盛
ん

に
議
論
さ
れ
ま
し
た
※
１

。
こ
の
際
に
、
湖
岸
の
埋
立
開
発
が
治

水
上
は
好
ま
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
で
、
明
治
二
十
六

年
二
月
の
通
達
に
お
い
て
「
当
庁
ニ
於
テ
埋
立
事
業
ハ
全
然
支

障
ア
ル
モ
ノ
ト
認
メ
・
・
・
琵
琶
湖
面
（
内
湖
及
湖
ニ
連
絡
ス

ル
沼
ト
モ
）
ノ
埋
立
事
業
ハ
追
テ
治
水
ノ
法
案
確
立
候
マ
テ
総

テ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
決
定
相
成
候
間
此
段
通
牒
候
也
」【
明

あ
199

合
本
4(

6)

】
と
、
治
水
上
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る

図１ 埋立、寄洲貸付・売却申請面積推移（申請許可分のみ） 



 
ま
で
、
以
後
の
埋
立
申
請
は
一
切
許
可
し
な
い
方
針
と
さ
れ
ま

し
た
。
た
だ
し
、
明
治
三
十
四
年
に
、
新
浜
地
先
に
お
い
て
面

積
約
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
巨
大
な
埋
立
申
請
が
許
可
さ
れ

て
い
ま
す
が
（
図
１
）、
こ
れ
は
淀
川
改
良
工
事
※
２

の
一
環
で

あ
る
瀬
田
川
浚
渫
工
事
に
よ
る
土
砂
の
処
分
地
と
し
て
特
別

に
許
可
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
工
事
は
日
露
戦
争
に
よ
る
作

業
員
不
足
な
ど
に
よ
り
、
後
に
約
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
み
竣
工
す

る
に
止
ま
り
ま
し
た
。 

 

明
治
後
期
か
ら
大
正
期
の
開
発
に
つ
い
て 

さ
て
、
明
治
三
十
八
年
に
南
郷
洗
堰
が
完
成
し
た
後
は
、
琵

琶
湖
水
位
が
平
均
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
低
位
し
、
水
害
の

危
険
が
大
き
く
低
下
し
ま
し
た
。
こ
の
効
果
は
非
常
に
大
き
く
、

湖
岸
は
却
っ
て
旱
害
傾
向
と
な
る
ほ
ど
で
、
埋
立
工
事
が
容
易

に
な
る
と
共
に
、
多
く
の
湖
面
が
陸
地
化
し
、
寄
洲
と
し
て
貸

付
ま
た
は
払
下
げ
ら
れ
開
墾
に
供
さ
れ
ま
し
た
。
図
１
に
よ
れ

ば
、
明
治
三
十
九
年
か
ら
特
に
寄
洲
の
開
発
申
請
が
急
増
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
寄
洲
の
売
却
の
一
例
と
し
て
、
南

大
萱
地
先
（
現
在
の
大
津
市
瀬
田
南
大
萱
町
）
に
お
け
る
明
治

四
十
二
年
の
申
請
平
面
図
を
写
真
②
に
示
し
ま
す
。 

ま
た
、
湖
岸
の
多
く
の
農
地
で
は
、
踏
車
や
蛇
車
な
ど
と
呼

ば
れ
る
人
力
水
車
に
よ
り
琵
琶
湖
の
水
を
農
業
用
水
と
し
て

取
水
し
て
い
ま
し
た
が
、
水
位
の
低
下
に
よ
り
そ
れ
が
困
難
と

な
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
田
畑
を
切
下
げ
て
取
水
を
容
易
に
す

る
と
共
に
、
掘
り
取
っ
た
土
砂
を
新
た
な
埋
立
地
の
造
成
に
利

用
し
て
い
た
こ
と
が
、
多
く
の
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

旱
害
傾
向
と
な
っ
た
こ
と
が
間
接
的
に
、
埋
立
土
砂
の
調
達
に

寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

さ
ら
に
図
１
に
よ
れ
ば
、
大
正
七
年
か
ら
は
、
開
発
申
請
が

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
か
な
る
理

由
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
淀
川
改
良
工
事
に
よ
り
淀
川
水
系

は
治
水
上
非
常
に
安
定
し
ま
し
た
が
、
水
害
が
皆
無
に
な
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
正
六
年
に
は
、
全
国
的
に
大
正
時

代
最
大
級
の
水
害
に
見
舞
わ
れ
、
近
畿
地
方
で
も
淀
川
が
決
壊

し
多
数
の
死
傷
者
が
出
ま
し
た
。
本
県
に
お
い
て
も
多
く
の
土

地
が
浸
水
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。
ま
た
、
県
当
局
で
は
こ
の
災

害
以
前
か
ら
、
治
水
上
の
理
由
で
、
開
発
許
可
を
控
え
る
よ
う

国
か
ら
注
意
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
う
い
っ
た
経
過
を

踏
ま
え
、
大
正
六
年
十
月
「
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
、
外
湖
ノ
埋
立
事
業
ハ
一
切
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
御
決
定
相

成
」【
大
な
77

合
本
1(

31)

】
と
し
て
、
埋
立
等
の
事
業
は

以
後
、
一
切
許
可
し
な
い
と
県
庁
内
部
で
決
定
さ
れ
、
翌
大
正

七
年
四
月
、「
琵
琶
湖
水
面
ノ
埋
立
該
湖
ニ
於
ケ
ル
寄
洲
地
ノ

予
約
開
墾
幷
売
却
ハ
特

別
ノ
理
由
ア
ル
モ
ノ
ノ

外
、
当
分
許
可
セ
サ
ル

コ
ト
ニ
決
定
」
【
明
う

146

合
本
3

(
5

)
】

と
、
当
面
、
開
発
許
可
は

行
わ
な
い
通
達
が
発
布

さ
れ
る
に
至
り
ま
す
。 

 

以
上
の
通
り
、
明
治

大
正
時
代
の
約
六
〇
年

の
う
ち
、
湖
岸
の
農
地

開
発
が
許
可
さ
れ
た
の

は
、
通
算
二
〇
年
程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
農
民
の
開
発

意
欲
は
高
く
、
特
に
琵
琶
湖
の
水
位
低
下
後
は
開
発
申
請
が
急

増
し
ま
し
た
が
、
国
の
指
導
も
あ
り
治
水
を
重
視
し
た
県
の
方

針
に
よ
り
、
開
発
は
強
制
的
に
抑
制
さ
れ
た
こ
と
が
、
今
回
の

調
査
に
よ
っ
て
わ
か
り
ま
し
た
。
昭
和
戦
前
期
か
ら
は
食
料
増

産
の
要
請
に
よ
り
、
多
く
の
内
湖
が
干
拓
さ
れ
る
な
ど
、
著
し

く
開
発
が
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
大
正
時
代
ま
で
は
、
開

発
よ
り
も
治
水
を
優
先
す
る
こ
と
が
、
県
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。 

 

 
 

写真① 埋立申請図【明う88（46）】 

写真② 寄洲売却申請図【明な178（27）】 

※
１ 

琵
琶
湖
治
水
会
『
琵
琶
湖
治
水
沿
革
誌
』（
一
九
六
八
）。 

※
２ 

淀
川
改
良
工
事
は
、
淀
川
を
大
規
模
に
改
修
す
る
と
と
も
に
、 

滋
賀
県
で
は
淀
川
の
上
流
に
あ
た
る
瀬
田
川
の
浚
渫
工
事
と 

南
郷
洗
堰
の
設
置
を
行
い
琵
琶
湖
の
水
位
を
低
下
さ
せ
た
も 

の
で
、
滋
賀
県
で
の
工
事
は
明
治
三
十
三
年
か
ら
四
十
二
年 

に
か
け
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。 



    

【
県
立
公
文
書
館
開
館
記
念
展
】 

「
公
文
書
管
理
の
源
流
を
探
る 

―
大
正
期
の
文
書
事
務
改
革
―
」 

期
間 

４
月
１
日
（
水
）
～
６
月
25
日
（
木
） 

 

         

           

   

【
利
用
時
間
】 

午
前
９
時
～
午
後
５
時 

【
休
室
日
】 

土
日
祝
日
、
年
末
年
始 

【
閲
覧
方
法
】 

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
資
料
検
索
」
か
ら
、
閲
覧
し
た
い
資

料
を
検
索
し
ま
す
。 

②
利
用
請
求
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
し
が
ネ
ッ
ト
受

付
サ
ー
ビ
ス
（
本
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
）、
郵

便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
提
出
し
ま
す
。 

＊
利
用
制
限
情
報
の
審
査
を
行
い
、
申
請
後
三
〇
日
以
内
に 

利
用
決
定
を
行
い
ま
す
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
審 

査
期
間
を
延
長
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。 

準
備
が
で
き
次
第
、
利
用
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。 

③
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
右
決
定
通
知
書
を
持
っ
て
ご
来
室

く
だ
さ
い
。 

※
目
録
の
利
用
区
分
が
「
公
開
」
の
資
料
で
あ
れ
ば
、
申
請

当
日
に
利
用
で
き
ま
す
。 

【
そ
の
他
の
利
用
】 

・
文
書
の
撮
影
は
、
持
参
し
た
機
器
で
各
自
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
（
写
し
の
交
付
も
で
き
ま
す
）。 

・
企
画
展
示
、
自
治
体
史
・
事
典
等
の
書
籍
は
、
審
査
な
し
で

自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。 

・
資
料
の
保
護
の
た
め
、
館
内
で
の
飲
食
、
鉛
筆
以
外
の
筆
記

用
具
の
使
用
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

   

①
Ｊ
Ｒ
大
津
駅
か
ら
東
へ
徒
歩
５
分
。 

②
京
阪
電
気
鉄
道
島
ノ
関
駅
か
ら
南
南
西
へ
徒
歩
５
分
。 

  

 

 

周辺地図 
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周辺地図 

【
表
紙
解
説
】
松
原
内
湖
見
取
図
【
明
つ
39
（
152
）】 

表
紙
の
絵
図
は
、
干
拓
以
前
の
松
原
内
湖
（
彦
根
市
）
の

見
取
図
に
、
エ
リ
の
漁
場
（ 

の
よ
う
な
記
号
）
と
周
辺
の

農
地
（
桑
畑
や
田
畑
）
を
記
載
し
た
も
の
で
、『
漁
場
図
綴

込
帳
』
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
漁
業
免
許
を
取
得

す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
漁
場
図
の
提
出
が
必
須
で
、
本

簿
冊
は
そ
の
図
を
免
許
番
号
順
に
綴
っ
た
も
の
で
す
。 

松
原
内
湖
は
、
昭
和
十
九
年
か
ら
昭
和
二
十
二
年
に
か

け
て
の
干
拓
工
事
で
な
く
な
り
ま
す
が
、
こ
の
絵
図
か
ら

は
干
拓
前
の
漁
場
と
し
て
の
様
子
が
み
え
て
き
ま
す
。 
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