
◆ 

夏
季
集
中
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す 

立
秋
を
過
ぎ
て
も
酷
暑
が
続
き
ま
す
。
草

津
宿
街
道
交
流
館
で
は
、
八
月
は
じ
め
か
ら
、

草
津
宿
本
陣
歴
史
資
料
調
査
の
一
環
と
し

て
「
夏
季
集
中
調
査
」
を
開
始
し
ま
し
た
。

 

九
月
末
ま
で
の
二
か
月
間
、
滋
賀
県
立
大

学
・
京
都
橘
大
学
・
京
都
造
形
芸
術
大
学
・

同
志
社
大
学
を
中
心
に
、
日
本
史
を
専
門
に

学
ん
で
い
る
大
学
生
・
大
学
院
生
の
み
な
さ

ん
に
調
査
補
助
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
調
査
員
の
先
生
方
と
合
わ

せ
、
総
勢
四
〇
名
以
上
の
み
な
さ
ん
の
協
力

の
も
と
、
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。 

◆
「
歴
史
資
料
調
査
」
の
内
容 

「
古
文
書
」
に
つ
い
て
、
内
容
を
は
じ
め
、

大
き
さ
や
か
た
ち
、
虫
食
い
や
傷
み
具
合
な

ど
の
情
報
を
記
録
し
て
い
く
の
が
古
文
書

の
調
査
で
す
。
い
わ
ば
資
料
の
『
プ
ロ
フ
ィ

ー
ル
』
を
作
っ
て
い
く
作
業
と
い
え
ま
す
。

 

対
象
の
資
料
や
調
査
の
目
的
に
よ
っ
て

手
法
は
異
な
り
ま
す
が
、
今
回
は
次
の
よ
う

な
手
順
を
取
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

① 
資
料
に
通
し
番
号
を
つ
け
る 

② 

法
量
（
大
き
さ
）
を
測
る 

③ 

紙
数
・
丁
数
（
紙
の
枚
数
）
を
数
え
る 

④ 

書
か
れ
た
年
代
、
差
出
人
と
宛
先
な
ど 

         

  

を
詳
し
く
解
読
し
、
表
題
を
つ
け
る 

⑤ 

①
～
④
を
ま
と
め
た
目
録
を
作
る 

⑥ 

現
物
と
目
録
を
対
応
さ
せ
、
整
理 

今
回
の
集
中
調
査
で
は
、
主
に
①
～
③
の

作
業
を
中
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
終

わ
る
と
、
い
よ
い
よ
資
料
の
中
身
を
読
み
解

く
段
階
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。 

◆ 

資
料
は
素
手
で
さ
わ
る
？ 

歴
史
資
料
を
扱
う
と
き
、
テ
レ
ビ
番
組
な

ど
で
は
白
い
手
袋
を
つ
け
て
い
る
の
を
よ

く
見
ま
す
が
、
古
文
書
な
ど
の
紙
の
資
料
は
、

素
手
で
取
り
扱
う
の
が
基
本
で
す
。 

た
と
え
ば
、
手
袋
を
つ
け
て
本
を
読
む
こ

と
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ペ
ー
ジ
を

め
く
る
の
に
苦
労
し
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？
歴
史
資
料
を
扱
う
と
き
に
は
、
紙
が

破
れ
て
い
た
り
、
虫
喰
い
に
よ
っ
て
く
っ
つ

い
て
い
た
り
す
る
た
め
、
さ
ら
に
繊
細
な
作

業
が
必
要
で
す
。
手
袋
で
は
か
え
っ
て
資
料

を
傷
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
素

手
の
ほ
う
が
安
全
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

手
は
石
鹸
で
こ
ま
め
に
洗
い
、
腕
時
計
や
指

輪
は
外
す
な
ど
、
大
切
な
資
料
を
決
し
て
損

な
わ
な
い
よ
う
、
細
心
の
注
意
を
払
い
ま
す
。

 

素
手
で
扱
う
利
点
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。

直
接
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
紙
の
質
感
な
ど

現
物
の
み
が
も
つ
情
報
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
資
料
を
理
解
す
る

の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
古
文
書
は
単

に
文
字
だ
け
で
な
く
、「
も
の
」
と
し
て
も
豊

富
な
情
報
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。 

「
こ
も
ん
じ
ょ
」。
ど
な
た
も
お
そ
ら
く
、
ど
こ
か
で
耳
に
し

た
こ
と
の
あ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。“
達
筆
”
な
筆
文
字
や
、

戦
国
武
将
の
手
紙
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
、
古
文
書
と
は
何
な
の
で
し

ょ
う
か
。 

狭
い
意
味
で
の
「
古
文
書
」

と
は
、「
江
戸
時
代
以
前
の
文

字
資
料
の
う
ち
、
相
手
に
意

志
を
伝
え
る
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
」
の
こ
と
で
す
。
似
た

言
葉
に
「
古
記
録
」
が
あ
り
、

こ
れ
は
日
記
を
は
じ
め
と
し

た
、「
特
定
の
宛
先
を
持
た
な

い
記
録
」
を
指
し
ま
す
。 

そもそも、「古文書」って何？ 

 

し
か
し
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
２
つ
に
分
類
し
き
れ
な
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
必
ず
し
も
江
戸
以
前
・
明
治
以
降
と
年

代
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
そ
の

た
め
、
文
字
資
料
を
ひ
と
括
り
に
「
古
文
書
」
と
呼
ぶ
場
合
も

多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
古
文
書
講
座
」
で
は
、

狭
い
意
味
で
の
古
文
書
に
限
ら
ず
、
筆
で
書
か
れ
た
「
く
ず
し

字
」
の
読
み
方
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
文
書
が
「
昔
の
こ
と
を
伝
え
る
文
字
資

料
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
小
さ
な

メ
モ
書
き
も
歴
史
を
解
き
明
か
す
ピ
ー
ス
の
一
つ
か
も
し
れ

な
い
、
と
期
待
し
な
が
ら
、
古
文
書
調
査
は
進
め
ら
れ
ま
す
。

 

 

ち
な
み
に
、「
こ
ぶ
ん
し
ょ
」
と
読
ま
れ
る
方
が
時
々
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
歴
史
の
専
門
用
語
と
し
て
は
「
こ
も
ん
じ

ょ
」
と
読
み
ま
す
。
ぜ
ひ
、
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

平
成
三
〇
年
八
月 

草
津
市
立
草
津
宿
街
道
交
流
館 

発
行 

こ
の
情
報
紙
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、 

草
津
宿
街
道
交
流
館
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

（h
ttp

://ku
s
a

ts
u
ju

ku
.jp

/

） 

※
こ
の
調
査
は
、
「
文
化
庁 

地
域
活
性
化
の
た
め
の
特
色

あ
る
文
化
財
（
美
術
工
芸
品
）
調
査
・
活
用
事
業
国
庫
補

助
金
」
の
交
付
を
受
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

˘
ֵ 

 

１点ずつ法量を測り、記録していきます 

「くずし字」で書かれた古文書 


