
①

②

平
成

年
四
月
の
ス
ポ
ッ
ト
展
示

20
中
世
文
書
を
読
む
（
六
）

も

ん

じ

ょ

毛
利
隆
元
の
文
書
①

も

う

り

た

か

も

と

こ
れ
は
、
戦
国
大
名
の

毛
利
隆
元
が
出
し
た
知
行
宛
行
状
で
す
。

こ
の
展
示
で
は
、

こ
の
文
書
を
題
材
に
、

も
ん
じ
ょ

文
書
を
読
み
解
く
過
程
を
紹
介
し
、

謎
解
き
の
楽
し
さ
を

皆
さ
ん
と
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

番
号
順
（
①
～
⑨
）
に
見
て
い
っ
て
ね
。

知
行
宛
行
状
は
、
前
回
学
ん
だ
よ
。

殿
様
が
家
臣
に
所
領
を
与
え
る
と

き
に
作
る
文
書
の
こ
と
よ
ね
！

で
も
、
く
ず
し
字
じ
ゃ
あ
、

何
が
書
い
て
あ
る
か

わ
か
ら
ん
よ
。

ど
う
読
む
ん
？

今
の
こ
と
ば
に

直
し
た
ら
、

下
の
よ
う
に
な
る
よ
。



③

④

⑤

⑥

一
方
、
右
側
の
文
書
は
、

書
き
始
め
に
「

下

」
と
あ
る
よ
う
に
、

く
だ
す

「
下

文
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

く
だ
し
ぶ
み

毛
利
隆
元
が
、
豊
田
熊
寿
に
対
し
て
、

と
よ
た
く
ま
じ
ゅ

「
周
防
国
熊
毛
郡
」
の
「
勝
間
」

（
今
の
山
口
県
周
南
市
熊
毛
町
）
と

「
同
郡
美
和
庄
」
の
「
河
西
」

（
同
県
熊
毛
郡
田
布
施
町
）

を
与
え
た
も
の
で
す
。

な
る
ほ
ど
。

ど
ち
ら
も
、

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に

毛
利
隆
元
が
書
い
た
も
の
じ

ゃ
ね
。

で
も
、
書
き
方
が
ぜ
ん
ぜ
ん

違
う
じ
ゃ
ん
。

い
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
た
ね
！
。

左
の
文
書
は
、

文
章
の
終
わ
り
（
書
き
止
め
）
が

「
一

行

如

件
」
と
な
っ
て
い
る
と
お
り
、

い
っ
こ
う
く
だ
ん
の
ご
と
し

「
一
行
」
で
す
。

い
っ
こ
う

毛
利
隆
元
が

児
玉
四
郎
兵
衛
尉
に
対
し
、

こ
だ
ま
し
ろ
う
ひ
ょ
う
え
の
じ
ょ
う

「
山
里
の
津
田
畑
」

や
ま
ざ
と

つ

だ

ば

た

（
今
の
廿
日
市
市
佐
伯
町
）
に
あ
る

「
所

山

名
」
を

と
こ
ろ
や
ま
み
ょ
う

「
給
地
」
と
し
て
与
え
た
も
の
で
す
。

き
ゅ
う
ち

左
の
文
書
は
、
前
回
習
っ
た

「
一
行
」
じ
ゃ
ね
。

右
の
は
、
こ
の
『
中
世
文
書

を
読
む
』
シ
リ
ー
ズ
で
、

初
め
て
見
る
よ
。

ど
ち
ら
も
、

同
じ
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
、

毛
利
隆
元
が
、

家
臣
に
対
し
て

所
領
を
与
え
た
も
の
な
の
に
、

ど
う
し
て

文
書
の
書
き
方
が
違
う
ん
？



⑦

⑧

⑨

な
る
ほ
ど
。

児
玉
さ
ん
に
は
、
な
じ
み
深
い
「
一
行
」
も
、

豊
田
さ
ん
に
は
見
慣
れ
な
い
も
の
。

「
下
文
」
は
そ
の
逆
じ
ゃ
ね
。

家
臣
が
ほ
し
い
も
の
、
安
心
で
き
る
も
の
を
、

殿
様
は
作
成
し
て
与
え
た
ん
じ
ゃ
ネ
。

御
名
答
！

弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
大
内
氏
が
滅
亡
す
る
と
、

毛
利
氏
は
大
内
氏
に
替
わ
っ
て
、
周
防
・
長
門
両
国

の
い
ろ
い
ろ
な
権
益
を
与
え
た
り
、
保
証
し
た
り
し

ま
す
。
そ
の
際
、
大
内
氏
が
用
い
て
い
た
文
書
様
式

（
書
き
方
）
を
踏
襲
し
ま
す
。

周
防
・
長
門
の
人
々
が
そ
れ
を
望
む
と
と
も
に
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、

毛
利
氏
が
大
内
氏
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を

示
せ
る
か
ら
で
す
。

毛
利
氏
が
周
防
・
長
門
両
国
の
支
配
者
と
し
て
人
々

に
認
め
ら
れ
る
と
、

人
々
の
権
益
を
保
証
す
る
文
書
が

「
下
文
」
で
な
く
て
も
、
毛
利
氏
の
“
お
墨
付
き
”

で
あ
れ
ば
人
々
は
安
心
し
ま
す
。

こ
う
し
て
、
大
内
氏
が
使
用
し
て
い
た
伝
統
的
な
文

書
様
式
の
「
下
文
」
が
廃
れ
、

毛
利
氏
を
始
め
と
す
る
安
芸
国
の
領
主
た
ち
が
用
い

て
い
た
「
一
行
」
が
定
着
し
て
い
く
の
で
す
。

ま
さ
に
、
文
書
様
式
の
上
で
の
『
下
剋
上
』
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

左
の
文
書
を
も
ら
っ
た
児
玉
さ
ん
は
、

安
芸
国
吉
田
に
住
む
毛
利
氏
家
臣
で
し
た
。

与
え
ら
れ
た
所
領
も
安
芸
国
に
あ
り
ま
す
。

安
芸
国
で
は
、
権
益
等
を
保
証
す
る
最
も
大
切

な
文
書
は
「
一
行
」
で
し
た
。

一
方
、
右
の
文
書
は
、

周
防
国
に
住
む
豊
田
さ
ん
に
、

周
防
国
の
所
領
を
与
え
た
も
の
で
す
。

周
防
国
は
古
く
か
ら
大
内
氏
の
領
国
で
し
た
。

大
内
氏
は
、
所
領
や
権
益
を
与
え
る
と
き
、

「
下
文
」
を
用
い
て
い
ま
し
た
。


