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	Field	Reports　河野克人　地域のお宝をどうすればよいか―地元に残る古文書を題材として―

地
域
の
お
宝
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
―
地
元
に
残
る
古
文
書
を
題
材
と
し
て
―

河
野
　
克
人

一　
丹
波
篠
山
市
の
場
合

　

私
が
勤
め
る
丹
波
篠
山
市
立
中
央
公
民
館
の
事
業
に
い
く
つ
か
の
文

化
講
座
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
古
文
書
入
門
講
座
が
あ
り
、
私
は
そ
の

担
当
を
し
て
い
る
。
講
座
で
は
地
域
に
残
る
古
文
書
あ
る
い
は
丹
波
篠

山
に
関
連
す
る
資
料
を
活
用
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
古
文
書
を
通
し
て

市
民
に
文
化
財
の
大
切
さ
や
価
値
を
知
っ
て
も
ら
い
、
地
元
に
対
す
る

親
し
み
と
愛
着
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
狙
い
と
し
た
講
座
で
、
初

め
て
の
方
で
も
古
文
書
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
初
心
者
を

対
象
と
し
た
講
座
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
講
座
に
よ
り
、
文
化
財
の
価

値
に
気
づ
い
た
受
講
生
が
地
元
の
古
文
書
を
保
護
し
保
存
す
る
こ
と
に

つ
な
が
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

　

こ
の
古
文
書
入
門
講
座
で
あ
る
が
、
平
成
の
大
合
併
の
折
に
、
い
の

一
番
に
名
乗
り
を
上
げ
合
併
し
た
の
が
篠
山
市
な
の
だ
が
、
合
併
前
に

あ
っ
た
兵
庫
県
多
紀
郡
の
四
つ
の
町
、
篠
山
町
・
丹
南
町
・
西
紀
町
・

今
田
町
の
内
、
篠
山
町
の
公
民
館
事
業
と
し
て
二
〇
年
以
上
前
に
始

ま
っ
た
講
座
で
あ
る
。
事
の
起
こ
り
は
、
地
元
の
方
か
ら
古
文
書
を
読

め
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
要
望
が
あ
っ
た
た
め
で
、
篠
山
町
に
お

住
い
の
郷
土
史
家
・
中
野
卓
郎
先
生
に
講
師
を
お
願
い
し
て
講
座
が
始

ま
り
、
合
併
後
の
現
在
ま
で
続
く
人
気
の
あ
る
講
座
で
あ
る
。

二　
古
文
書
入
門
講
座
の
概
要

　

古
文
書
入
門
講
座
で
あ
る
が
、
現
在
、
年
八
回
の
講
座
を
設
け
て
い

る
。
六
月
に
開
講
し
て
一
月
ま
で
で
、
毎
月
一
回
開
催
し
て
い
る
。
開

催
日
は
六
月
か
ら
一
二
月
ま
で
は
第
一
月
曜
日
、一
月
は
第
三
月
曜
日
。

開
催
時
間
は
午
後
一
時
半
か
ら
午
後
三
時
半
ま
で
の
二
時
間
。
受
講
生

は
市
内
在
住
・
在
勤
の
方
で
、
五
〇
人
限
定
で
募
集
し
て
い
る
。
令
和

元
年
度
の
受
講
者
は
三
三
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
毎
年
五
〇
人
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前
後
の
応
募
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

講
座
の
資
料
で
あ
る
が
、
受
講
生
に
文
化
財
の
大
切
さ
や
価
値
を

知
っ
て
も
ら
い
、
地
元
に
対
す
る
愛
着
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
地

域
に
残
る
古
文
書
あ
る
い
は
丹
波
篠
山
に
関
連
す
る
資
料
を
活
用
し
て

い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
使
用
す
る
古
文
書
史
料

に
は
主
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
（
一
）　

丹
波
篠
山
市
所
蔵
の
資
料

　

市
立
歴
史
資
料
館
が
保
管
す
る
篠
山
藩
の
武
家
お
よ
び
庄
屋
文
書
。

丹
波
篠
山
市
に
は
古
い
木
造
の
旧
裁
判
所
を
改
装
し
た
歴
史
美
術
館
が

あ
る
。
そ
こ
の
収
蔵
庫
自
体
も
昔
の
裁
判
所
の
頃
よ
り
あ
る
土
蔵
を
改

装
・
修
理
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
美
術
資
料
と
歴
史
資
料
が
保
管
さ
れ

て
い
る
。
ス
ペ
ー
ス
も
限
ら
れ
て
い
て
、
資
料
の
保
管
場
所
と
し
て
は

決
し
て
良
い
環
境
と
は
言
え
ず
、
保
管
方
法
に
つ
い
て
以
前
か
ら
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
事
案
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
資
料
の
う
ち
、
古
文

書
史
料
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
郷
土
史
家
の
中
野
卓
郎
先
生
の
収
集
に
よ

る
も
の
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

　

武
家
の
資
料
と
し
て
は
、
篠
山
藩
主
青
山
家
の
家
臣
で
文
武
方
の
武

家
の
中
川
家
に
伝
わ
っ
た
「
中
川
家
文
書
」
が
あ
る
。
庄
屋
の
資
料
で

は
、
篠
山
藩
の
泉
組
（
旧
雲
部
村
）
の
大
庄
屋
を
務
め
た
山
田
家
に
伝

わ
っ
た
「
山
田
家
文
書
」
が
あ
る
。
泉
村
の
村
方
文
書
（
村
政
・
財
政
・

年
貢
関
係
）
を
は
じ
め
、
泉
組
内
の
村
落
関
係
文
書
、
篠
山
藩
主
と
の

講座風景（令和元年度）
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（
二
）　

寺
院
所
蔵
の
資
料

　

寺
院
史
料
と
し
て
、
丹
波
篠
山
市
今
田
町
下
小
野
原
の
古
刹
和
田
寺

が
所
蔵
す
る
「
和
田
寺
文
書
」
を
ご
住
職
の
許
可
を
い
た
だ
き
講
座
で

取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
和
田
寺
文
書
は
中
近
世
文
書
で
六
二
点
あ

り
、
内
容
は
、
和
田
寺
の
組
織
・
運
営
に
関
す
る
も
の
、
丹
波
守
護
細

川
家
や
波
多
野
家
に
関
す
る
も
の
、
制
札
な
ど
が
あ
る
。
中
世
の
地
方

寺
院
の
あ
り
方
や
農
民
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
制
札
は
古

文
書
学
的
な
研
究
対
象
と
し
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
兵
庫
県
指
定

文
化
財
で
あ
る
。

　
（
三
）
そ
の
他
資
料

　

篠
山
藩
関
連
な
ど
の
文
書
で
市
外
の
団
体
等
が
所
蔵
す
る
資
料
。
大

阪
市
史
編
纂
室
に
籍
を
置
い
て
お
ら
れ
た
方
に
講
師
を
お
願
い
し
て
い

た
と
き
、
大
阪
市
が
所
蔵
す
る
、
青
山
藩
主
が
大
阪
城
代
を
兼
ね
て
い

た
時
代
の
資
料
を
取
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
関
西
大
学
の
非

常
勤
講
師
の
方
に
講
師
を
お
願
い
し
た
際
、
関
西
大
学
が
所
蔵
す
る
園

田
家
文
書
の
一
部
を
資
料
と
し
て
使
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

次
に
講
師
で
あ
る
が
、
当
初
は
、
先
ほ
ど
の
中
野
先
生
が
年
間
を
通

し
て
の
講
師
を
務
め
て
頂
き
、
そ
の
う
ち
の
一
講
座
を
特
別
講
座
と
し

て
兵
庫
県
立
博
物
館
の
松
井
良
佑
学
芸
員
を
講
師
に
お
招
き
し
て
行
っ

関
わ
り
を
示
す
文
書
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
資
料
は
、
畑
で
燃
や
さ
れ
そ

う
に
な
っ
て
い
た
の
を
中
野
先
生
が
救
出
し
た
も
の
と
伺
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
は
別
に
庄
屋
資
料
と
し
て
は
、
大
山
村
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
園

田
家
の
文
書
の
う
ち
、
今
田
組
に
関
す
る
資
料
が
残
さ
れ
て
い
て
、
市

指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
園
田
家
に
あ
っ
た
文
書
の
ほ
と

ん
ど
は
関
西
大
学
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
園
田
家
文
書
」
は

主
に
天
保
か
ら
嘉
永
期
に
か
け
て
の
も
の
で
、
二
三
二
点
あ
る
。
今
田

村
の
新
田
開
発
や
丹
波
焼
の
座
方
関
係
の
資
料
な
ど
か
ら
な
る
。
特
に

座
方
史
料
は
江
戸
時
代
後
期
の
丹
波
焼
の
商
品
流
通
や
市
場
の
研
究
に

と
っ
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
現
在
は
こ
の
三
つ
の
資
料
が
古
文
書
入

門
講
座
の
教
材
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
今
後
教
材
と

し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
丹
波
篠
山
市
所
蔵
の
古
文
書
資
料
と

し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　

市
立
青
山
歴
史
村
で
保
管
す
る
「
青
山
家
文
書
」
は
、
篠
山
藩
主
青

山
家
の
藩
政
史
料
が
主
体
で
、
浜
松
藩
・
亀
山
藩
時
代
の
資
料
も
含

め
、
三
二
一
八
点
あ
る
。
篠
山
藩
の
藩
政
日
誌
や
領
地
目
録
等
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
。
丹
波
篠
山
市
の
指
定
文
化
財
で
あ
る
。
ま
た
、
市
立

安
間
家
資
料
館
で
保
管
す
る
「
安
間
家
文
書
」
は
、
篠
山
藩
主
青
山
家

の
家
臣
で
あ
っ
た
安
間
家
に
残
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
資
料
館
と
な
っ

て
い
る
当
家
の
徒
士
住
宅
は
丹
波
篠
山
市
指
定
文
化
財
の
建
造
物
で
あ

る
。
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て
い
た
。
令
和
元
年
度
は
上
記
の
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
片
山
正
彦
先

生
（
市
立
枚
方
宿
鍵
屋
資
料
館
学
芸
員
）・
松
本
充
弘
先
生
（
神
戸
大

学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
学
術
研
究
員
）・
鬼
頭
尚
義
先
生
（
京
都
工

芸
繊
維
大
学
非
常
勤
講
師
）
の
三
人
の
先
生
に
講
師
を
お
願
い
し
て
講

座
を
開
催
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
講
座
で
使
用
し
た
古
文
書
史
料
は
丹
波
篠
山
地
域
の
中
近

世
の
様
相
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
に
も
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
テ
キ

ス
ト
と
し
て
再
利
用
で
き
る
よ
う
に
一
冊
の
資
料
に
ま
と
め
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

三　
講
座
の
特
徴

　

講
座
の
特
徴
と
し
て
は
、
受
講
生
は
通
算
六
年
で
受
講
を
終
了
す
る

規
定
に
な
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
「
入
門
」
講
座
で
あ
る
こ
と
と
、
地

域
の
文
化
財
の
大
切
さ
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
狙
い
で
あ
る

の
で
、
通
算
六
年
で
卒
業
し
て
い
た
だ
き
、
受
講
生
が
入
れ
替
わ
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
ま
た
講
座
運
営
の
一
部
を
受
講
生
に
お
願
い
し
て
い

る
。
年
八
回
の
講
座
の
う
ち
、
最
初
の
開
講
式
と
一
一
月
に
開
く
古
文

書
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
に
市
バ
ス
で
移
動
し
て
そ
こ
で
講
義
を
受
け

る
現
地
研
修
会
の
日
を
除
く
六
回
の
講
座
で
、
当
日
に
行
う
受
付
や
資

料
の
配
布
な
ど
で
あ
る
。
当
番
は
受
講
生
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
毎
回

交
代
で
当
た
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

現地研修会（平成 27 年度）



116117

	Field	Reports　河野克人　地域のお宝をどうすればよいか―地元に残る古文書を題材として―

四　
講
座
の
課
題

　

二
〇
年
以
上
続
い
て
い
る
古
文
書
入
門
講
座
で
は
あ
る
が
課
題
も
あ

る
。
ま
ず
、
受
講
を
通
算
六
年
で
終
え
た
受
講
生
の
受
け
入
れ
先
で
あ

る
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
み
た
い
受
講
生
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
こ
た

え
る
受
け
皿
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
盛
ん
に
活
動
を
行
っ
て
い
る
地
域

の
古
文
書
研
究
会
な
ど
が
受
け
入
れ
先
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い

の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

令
和
元
年
度
よ
り
丹
波
篠
山
市
で
は
、
市
史
編
纂
事
業
が
神
戸
大
学

と
連
携
し
て
、
令
和
一
〇
年
度
の
全
編
刊
行
を
目
途
と
す
る
計
画
で
始

ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
市
内
に
残
る
古
文
書
史
料
の
悉
皆
調
査
が
必
要
に

な
る
と
思
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
古
文
書
入
門
講
座
の
受
講
生
の
活
躍
の

場
に
な
れ
ば
よ
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
業
が
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
、
は
た
し
て
意
欲
の
あ
る
受
講
生
が
そ
こ
に
ど
う
い
っ
た
形
で
か

か
わ
り
が
持
て
る
の
か
は
現
状
で
は
不
透
明
で
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な

場
面
で
古
文
書
入
門
講
座
の
受
講
生
に
活
躍
い
た
だ
く
か
が
課
題
で
あ

る
。

五　
地
域
の
お
宝
（
古
文
書
）
を
ど
う
守
る
か

　

一
〇
年
ほ
ど
前
に
丹
波
篠
山
市
今
田
町
上
立
杭
に
あ
る
兵
庫
陶
芸
美

術
館
で
当
時
学
芸
員
で
あ
っ
た
松
岡
千
寿
さ
ん
と
数
名
で
焼
き
物
の
郷

づ
く
り
を
考
え
る
会
を
立
ち
上
げ
「
丹
波
焼
に
お
け
る
地
域
資
源
の
保

存
と
活
用
―
焼
き
物
の
郷
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

形
成
に
向
け
て
―
」
の
タ
イ
ト
ル
で
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
ま
と
め
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
地
域
の
中
で
は
あ
り

ふ
れ
た
も
の
で
も
、
外
か
ら
見
る
と
魅
力
的
な
資
源
も
あ
る
。
逆
に
た

と
え
、
ど
ん
な
に
貴
重
な
資
源
で
あ
っ
て
も
、
地
域
が
そ
れ
を
活
用
、

保
全
し
な
け
れ
ば
単
な
る
モ
ノ
に
す
ぎ
な
い
。
―
中
略
―
ま
ず
、
住

民
に
こ
の
地
域
の
〝
お
た
か
ら
〟
で
あ
る
丹
波
焼
の
価
値
に
気
づ
い
て

も
ら
う
こ
と
が
最
重
要
課
題
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
住
民
が
自

分
た
ち
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
に
愛
着
や
誇
り
を
持
つ
こ
と
が
、
こ
れ

ら
固
有
の
文
化
を
次
世
代
に
伝
え
て
ゆ
く
原
動
力
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
丹
波
焼
に
つ
い
て
の
報
告
で

あ
る
が
、「
丹
波
焼
」
を
「
古
文
書
」
に
置
き
換
え
た
と
し
て
も
話
は

通
じ
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
文
化
財
に
言
え
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。

　

令
和
元
年
度
の
古
文
書
入
門
講
座
の
受
講
生
の
中
に
、
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
で
あ
る
市
内
福
住
地
区
の
街
づ
く
り
協
議
会
の
代
表
の

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
あ
る
日
、
伝
建
地
区
内
で
自
身
が
所
持
す
る

古
文
書
の
展
示
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
相
談
を
持
ち
掛

け
て
く
だ
さ
っ
た
。
地
域
の
貴
重
な
史
料
を
地
元
で
保
存
・
活
用
す
る

こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
と
い
う
、
こ
ち
ら
側
が
講
座
で
意
図
し
た
こ
と
が
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受
講
生
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
い
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
い
ず
れ
、

講
座
の
現
地
研
修
会
で
、
福
住
地
区
の
活
動
を
、
受
講
生
に
実
際
に
見

て
い
た
だ
く
こ
と
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

神
戸
市
や
阪
神
間
な
ど
大
き
な
自
治
体
で
は
そ
れ
な
り
に
経
験
豊
富

な
学
芸
員
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
文
化
財
行
政
は
あ
る
程
度
し
っ
か
り

し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
財
の
件
数
で
は
そ
れ
ら
の
自
治
体
に
引
け

を
取
ら
な
い
丹
波
篠
山
市
で
は
文
化
財
課
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
経
験
豊

富
な
学
芸
員
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
本
来

は
文
化
財
の
専
門
職
で
あ
る
学
芸
員
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
の
方
々
と

一
緒
に
な
っ
て
文
化
財
保
存
の
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
丹
波
篠
山
市
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
現
状
で
あ
る
の
で
、
丹
波
篠
山
市
の
公
民
館
で
は
、
古
文
書
入
門
講

座
な
ど
の
文
化
講
座
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
文
化
財
に
知
識
と
関
心
を

持
つ
市
民
を
少
し
で
も
多
く
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
、こ
れ
ら
の
保
存
・

活
用
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
普
段
の
生

活
の
中
で
政
治
経
済
や
社
会
は
話
題
に
な
る
が
、
そ
こ
に
当
た
り
前
の

よ
う
に
文
化
財
の
話
題
が
持
ち
上
が
る
環
境
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
地
域
の
文
化
財
の
保
護
・
保
存
に
対
し
て
正
し
い
価
値

観
を
持
つ
市
民
が
増
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　

大
き
な
自
治
体
は
別
と
し
て
、こ
れ
か
ら
の
地
域
の
文
化
財
行
政
は
、

と
り
わ
け
文
化
財
の
保
存
・
活
用
・
調
査
・
研
究
は
、
行
政
側
だ
け
で

は
う
ま
く
や
っ
て
い
け
な
い
自
治
体
も
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
る
。
確
か
に
小
さ
な
自
治
体
で
あ
っ
て
も
、
し
っ
か
り
と
し

た
考
え
と
経
験
を
持
っ
た
文
化
財
担
当
者
が
頑
張
っ
て
い
る
場
合
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ま
の
ま
ま
で
は
、
丹
波
篠
山
市

の
よ
う
に
、
文
化
財
に
関
心
の
少
な
い
自
治
体
が
増
え
て
い
く
よ
う
な

気
が
し
て
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
行
政
側
の
状
況
も
変
え
て
い
く
必
要

は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
や
は
り
地
域
の
住
民
が
地
域
の
文
化
財
を
大
切

に
し
、
こ
れ
か
ら
地
域
の
お
宝
で
あ
る
文
化
財
を
自
ら
守
り
支
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
環
境
を
い
か
に
整
え
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い

る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。




