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監
視
塔
を
中
心
に
置
き
、
そ
の
四
方
に
獄
舎
を
配
置

す
る
十
字
放
射
型
配
置
が
特
徴
的
な
「
群
馬
県
監
獄

署
」
。
明
治
政
府
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
方
法
を
参
考
に
し
て
、

明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
に
作
成
し
た
「
監
獄
則
並
図
式
」

を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

群
馬
県
監
獄
署
は
、
現
在
の
「
前
橋
刑
務
所
」（
前
橋

市
南
町
）
の
前
身
で
す
。
明
治
２１
年
（
１
８
８
８
）
に
、

岩
鼻
町
（
現
高
崎
市
）
か
ら
現
在
の
場
所
に
移
転
し
、「
前

橋
監
獄
」
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
官
制
改
正
に
よ
り
、

明
治
２３
年
（
１
８
９
０
）
に
「
群
馬
県
監
獄
署
」
、
明
治

３６
年
（
１
９
０
３
）
に
再
び
「
前
橋
監
獄
」
、
そ
し
て
大

正
１１
年
（
１
９
２
２
）
に
現
在
の
「
前
橋
刑
務
所
」
に

改
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
絵
図
に
は
、
作
成
さ
れ
た
年
代
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
図
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
な

ど
か
ら
、
明
治
３６
年
（
１
９
０
３
）
頃
に
作
成
さ
れ
た

絵
図
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
全
体
展
望
型
の
監
視
シ
ス
テ

ム
の
要
で
あ
る
監
視
塔
（
中
央
看
守
所
）
は
、
４
階
建
て

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
絵
図
で
は
そ
の
内
部
構
造
が
わ

か
る
よ
う
に
、
２
階
～
４
階
の
計
３
枚
の
部
分
図
が
重

ね
て
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
事
務
所

や
倉
庫
に
も
、
屋
上
の
部
分
図
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
内
部
構
造
が
見
て
取
れ
ま
す
。 

 

現
在
の
前
橋
刑
務
所
で
は
、
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る

青
枠
（
外
堀
）
と
赤
枠
（
赤
煉
瓦
の
壁
）
の
当
時
の
姿
が

ほ
ぼ
残
っ
て
い
ま
す
。
当
館
２
階
の
閲
覧
室
で
デ
ジ
タ

ル
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
現
在
と
昔
の
姿

を
見
比
べ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

監視塔１階部分 

 

監視塔２階部分 
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皆
さ
ん
、
初
め
ま
し
て
。
今
年
４
月
に
文
書

館
長
に
着
任
し
た
栗
原
で
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

着
任
し
て
か
ら
こ
れ
ま
で
に
感
じ
た
こ
と

を
３
点
程
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

ま
ず
最
初
に
感
じ
た
こ
と
は
、
文
書
館
の
あ

る
場
所
が
分
か
り
づ
ら
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
独
立
し
た
施
設
の
た
め
仕
方
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
す
ぐ
南
側
を
東
西
に
走
る
市

道
に
は
、
文
書
館
入
口
の
交
差
点
付
近
に
標
識

は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
館
へ
は
自
動
車
で
来
館
さ

れ
る
方
が
多
い
で
す
が
、
い
く
ら
ナ
ビ
が
普
及

し
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
不
便
さ
と
と
も
に

寂
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

次
は
、
文
書
館
全
体
の
年
間
予
算
が
少
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
色
々
な
講
座
や
行
事
、
年

３
回
の
テ
ー
マ
の
異
な
る
展
示
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
職
員
が
手
作
り
で

行
っ
て
い
ま
す
。
職
員
の
能
力
の
高
さ
に
感
心

す
る
一
方
で
、
も
う
少
し
予
算
が
あ
れ
ば
、
更

に
充
実
し
た
内
容
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
当
館
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
、

利
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
こ
う
し
た
事
業
を

充
実
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

最
後
は
、
当
館
の
利
用
者
数
に
つ
い
て
で
す
。

近
年
は
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
多
い
と
は

言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
館
の
よ
う
な
施
設
で
は
普
通
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
土
・
日
曜
日
も
開
館
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
昨
年
度
の
閲
覧
室
の
利
用
者

数
は
１
日
平
均
で
10
人
に
も
届
か
ず
、
展
示
観

覧
、
各
種
講
座
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
利
用
等
を
含

め
た
館
全
体
の
利
用
者
数
で
も
１
日
平
均
で

30
人
程
度
で
す
。
ま
た
、
周
り
の
人
に
当
館
の

こ
と
を
話
し
て
も
、
県
職
員
も
含
め
て
、
良
く

は
知
ら
な
い
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
利
用
者
を

増
や
す
た
め
に
は
、
ま
ず
、
当
館
の
こ
と
を
も

っ
と
知
っ
て
も
ら
い
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

以
上
が
こ
れ
ま
で
に
強
く
感
じ
た
こ
と
で

す
が
、
貴
重
な
歴
史
資
料
を
適
正
に
収
集
・
保

存
・
活
用
し
、
未
来
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
当
館

の
使
命
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
て
い
く
た
め

に
は
、
県
民
の
皆
さ
ん
の
御
理
解
と
御
協
力
が

不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
当
館
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
知
っ
て
も
ら

い
、
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
で
き
る
と

こ
ろ
か
ら
地
道
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
皆
様
の
御
理

解
と
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

終
わ
り
に
、
古
文
書
や
公
文
書
と
い
う
と
、

敷
居
が
高
い
と
感
じ
て
し
ま
う
方
が
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
当
館
に
は
、
江
戸
時
代
の
村
名

と
石
高
が
記
さ
れ
た
絵
図
、
前
橋
城
下
町
の
絵

図
、
華
や
か
な
大
名
行
列
の
絵
図
、
明
治
時
代

の
神
社
・
温
泉
等
の
絵
図
、
地
租
改
正
に
伴
い

作
成
さ
れ
た
地
籍
図
な
ど
、
見
る
だ
け
で
も
楽

し
い
絵
図
も
多
数
収
蔵
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

皆
様
、
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

 

当
館
で
は
、
７
月
22
日
か
ら
９
月
29
日
ま

で
、
標
記
の
展
示
を
開
催
し
、
７
０
０
人
を
超

え
る
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

『
行
政
文
書
』
と
は
、
役
所
が
業
務
を
進
め

る
際
に
作
成
し
た
り
収
受
し
た
文
書
で
す
。
そ

れ
だ
け
に
「
堅
苦
し
い
文
書
」「
形
式
的
な
文
書
」

と
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
今
回
の
展
示
で
は
、
堅
苦

し
い
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
行
政
文
書
の
別
の
一

面
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。 

 

当
館
所
蔵
の
明
治
期
か
ら
昭
和
22
年
ま
で

の
行
政
文
書
は
、『
群
馬
県
行
政
文
書
』
と
し
て

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
に
は
、
明
治
期
以
降
の
様
々
な
県
の
政
策

が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
本
県
の
文

化
財
保
護
の
歩
み
に
関
す
る
史
料
を
中
心
に

展
示
し
ま
し
た
。 

 

建
造
物
や
宝
物
類
の
調
査
を
指
示
し
た
「
古

社
寺
保
存
法
」
（
明
治
30
年
）
に
関
す
る
文
書

に
は
、
県
内
の
各
社
寺
に
つ
い
て
の
由
緒
や
境

内
区
域
、
宝
物
等
も
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
展
示
で
は
妙
義
神
社
、
赤
城
神
社
、
榛
名

神
社
の
調
査
書
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
添
付
さ

れ
て
い
た
見
取
図
を
展
示
し
ま
し
た
。
特
に
妙

義
神
社
の
絵
図
は
、
昨
年
度
に
国
庫
補
助
金
を

活
用
し
て
修
理
さ
れ
た
も
の
を
パ
ネ
ル
に
し

て
展
示
し
ま
し
た
。 

他
に
も
、
安
中
杉
並
木
の
調
査
や
上
野
三
碑

の
保
存
に
関
す
る
文
書
に
添
付
さ
れ
た
写
真

や
図
面
か
ら
、
当
時
の
姿
が
垣
間
見
え
る
よ
う

に
工
夫
し
ま
し
た
。 

 

展
示
は
終
了
し
ま
し
た
が
、
展
示
さ
れ
た
史

料
は
、
当
館
２
階
の
「
閲
覧
室
」
で
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
当
館
の
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

『
群
馬
県
行
政
文
書
』
の
一
つ
一
つ
は
、
業

務
の
た
め
の
書
類
で
す
が
、
時
を
経
た
今
で
は

群
馬
の
歩
み
を
物
語
る
歴
史
資
料
で
す
。
今
後

は
、
様
々
な
活
用
を
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、

長
く
後
世
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
豊
か
な
情
報
の
宝
庫
で
あ
る

行
政
文
書
を
閲
覧
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
を

保
存
す
る
意
義
に
つ
い
て
も
関
心
を
も
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

新
館
長
就
任
の
ご
挨
拶 

 

栗
原
紀
喜 

平
成
29
年
度
テ
ー
マ
展
示
１ 

「
文
化
財
に
な
っ
た
近
代
行
政
文
書
」 

の
開
催
報
告 

 
妙義神社全図(部分) 
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郷
土
群
馬
に
関
連
す
る
様
々
な
当
館
収
蔵

史
料
を
紹
介
す
る
「
平
成
29
年
度 

第
１
回
ぐ

ん
ま
史
料
講
座
」
を
８
月
５
日
に
当
館
で
開
催

し
、
60
名
を
超
え
る
た
く
さ
ん
の
方
々
が
参
加

さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
講
座
で
は
、
２
名
の
講

師
を
迎
え
、
同
時
期
に
開
催
し
て
い
た
展
示

『
文
化
財
に
な
っ
た
近
代
行
政
文
書
』
と
同
じ

テ
ー
マ
で
開
催
し
ま
し
た
。 

 

講
師
の
地
主
智
彦
氏
（
文
化
庁
文
化
財
部
美

術
学
芸
課
文
化
財
調
査
官
）
に
は
、「
県
庁
文
書

が
重
要
文
化
財
に
―
群
馬
県
行
政
文
書
を
中

心
に
―
」
と
題
し
て
、
国
の
文
化
財
保
護
政
策

や
、
行
政
の
文
書
を
後
世
へ
残
す
重
要
性
と
意

義
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
方
々
か
ら
は
「
文
化
財
保
護
の

歴
史
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
」

「
重
要
文
化
財
の
意
義
を
認
め
、
関
心
を
も
っ

て
支
え
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
。
」

な
ど
の
御
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

も
う
一
人
の
講
師
で
あ
る
坂
田
さ
と
こ
氏

（
一
般
社
団
法
人
国
宝
修
理
装
潢
師
（
そ
う
こ

う
し
）
連
盟
認
定
主
任
技
師
）
か
ら
は
、「
な
お

し
て
活
か
す
文
化
財
―
群
馬
県
大
型
絵
図
―
」

と
題
し
て
、
和
紙
を
主
な
素
材
と
し
た
文
化
財

の
修
理
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

修
理
の
実
際
や
技
法
、
技
術
者
が
も
つ
倫
理
観
、

後
世
へ
守
り
伝
え
る
難
し
さ
や
そ
の
重
要
性

に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
方
々
か
ら
は
、
「
保
存
が
技
術

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
詳
し
く

説
明
し
て
い
た
だ
い
て
よ
か
っ
た
。
」「
修
復
作

業
に
大
切
な
倫
理
観
や
繊
細
な
取
り
扱
い
、
技

術
に
つ
い
て
学
べ
た
。
」
な
ど
の
御
感
想
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
講
座
の
終
盤
に
は
、

講
師
の
坂
田
氏
に
よ
っ
て
実
際
に
修
理
さ
れ

た
絵
図
２
点
（
妙
義
神
社
全
図
、
群
馬
県
監
獄

署
）
の
お
披
露
目
も
行
わ
れ
ま
し
た
。 

講
師
に
寄
せ
ら
れ
た
御
感
想
や
、
郷
土
の
史

料
に
真
剣
に
見
入
る
姿
か
ら
は
、
参
加
さ
れ
た

方
々
の
文
化
財
や
当
館
収
蔵
史
料
に
対
す
る

関
心
の
高

ま
り
を
感

じ
る
こ
と

が
で
き
た

講
座
で
し

た
。 

 

●
前
橋
市
立
第
五
中
学
校 

授
業
協
力
の
報
告 

第
五
中
学
校
１
年
生
の
生
徒
１
５
７
名
（
５

ク
ラ
ス
）
が
、
７
月
12
日
と
18
日
の
２
日
に
分

か
れ
て
、
社
会
科
（
歴
史
分
野
）
の
授
業
の
一

環
と
し
て
来
館
し
ま
し
た
。 

 

当
館
で
は
授
業
協
力
と
し
て
、
三
つ
の
学
習

活
動
を
行
い
ま
し
た
。
ま
ず
一
つ
め
は
、
隣
接

す
る
二
子
山
古
墳
で
の
、
当
館
職
員
に
よ
る
古

墳
の
解
説
で
す
。
古
墳
は
公
園
に
も
な
っ
て
お

り
、
生
徒
達
に
は
身
近
な
場
所
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
足
下
に
落
ち
て
い
る
石
が
、
実

は
古
墳
表
面
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
石
（
葺

石
）
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
ど
、
今
ま
で

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
様
子
も

伺
え
ま
し
た
。 

 

次
の
活
動
は
、
館
内
で
行
い
ま
し
た
。
展
示

室
で
は
、
江
戸
時
代
の
絵
図
を
活
用
し
、
自
分

た
ち
が
住
ん
で
い
る
場
所
の
今
と
昔
を
比
べ
、

「
変
わ
っ
た
も
の
・
変
わ
ら
な
い
も
の
」
な
ど

を
考
え
る
活
動
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
古
い
絵

図
か
ら
現
在
の
場
所
を
想
起
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
の
写
真
を
提

示
し
た
り
、
主
要
な
施
設
を
絵
図
に
重
ね
た
り

す
る
こ
と
で
、
す
ぐ
に
現
在
と
繋
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
な
か
な
か
、
場
所
が
想
起
で
き

な
い
生
徒
に
、
他
の
生
徒
が
解
説
し
て
あ
げ
る

な
ど
、
楽
し
い
雰
囲
気
の
中
で
活
動
し
て
い
ま

し
た
。 

 

ま
た
、
当
館
に
は
１
７
０
２
年
に
作
成
さ
れ

た
約
５
ｍ×

５
ｍ
と
大
型
の
群
馬
県
全
図
「
元

禄
上
野
国
絵
図
」
が
あ
り
ま
す
。
研
修
室
で
は
、

こ
の
大
型
絵
図
の
実
物
大
の
複
製
品
（
64
分
割

さ
れ
た
特
殊
マ
ッ
ト
）
を
活
用
し
ま
し
た
。
絵

図
に
つ
い
て
の
解
説
を
職
員
か
ら
受
け
な
が

ら
、
実
際
に
マ
ッ
ト
を
敷
き
詰
め
て
群
馬
県
の

形
を
完
成
さ
せ
た
り
、
マ
ッ
ト
の
上
に
乗
り
、

当
時
の
様
子
を
詳
し
く
見
た
り
し
ま
し
た
。

「
昔
の
群
馬
県
」
の
上
で
、
積
極
的
に
活
動
し

て
い
る
生
徒
の
姿
が
印
象
的
で
し
た
。 

様
々
な
史
料
を
活
用
し
た
学
習
に
楽
し
そ

う
に
取
り
組
む
生
徒
た
ち
。
今
回
の
学
習
活
動

を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
の
「
歴
史
」
に
対
す
る

興
味
・
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

●
前
橋
市
立
木
瀬
中
学
校 

職
場
体
験 

 

９
月
５
日
（
火
）
か
ら
７
日
（
木
）
の
３
日

間
、
木
瀬
中
学
校
２
年
生
の
生
徒
６
名
が
職
員

と
同
じ
白
衣
姿
で
、
当
館
の
各
部
署
に
て
様
々

な
業
務
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
利
用
券
の
発
行
、

販
売
用
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
の
袋
入
れ
、
閲
覧
室

の
図
書
点
検
、
書
庫
へ
の
資
料
返
却
、
公
文
書

の
移
動
、
木
瀬
中
周
辺
の
「
壬
申
地
券
地
引
絵

図
」（
国
重
文
）
の
複
製
作
成
と
原
本
と
の
照
合

等
。
こ
の
原
本
は
通
常
、
閲
覧
で
き
な
い
貴
重

な
資
料
で
す
。
古
文
書
係
で
も
一
日
、
整
理
室

で
作
業
し
ま
し
た
。
最
初
は
明
治
か
ら
昭
和
期

の
古
文
書
に
ラ
ベ
ル
貼
付
を
行
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
古
文
書
を
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
す
る

教
育
普
及
活
動
（
ぐ
ん
ま
史
料
講
座
１
） 

学
校
連
携
（
校
外
授
業
・
職
場
体
験
） 

 

（地主智彦氏） 

 

 
（坂田さとこ氏） 



4 

 

た
め
の
重
要
な

装
備
の
一
つ
で
、

埃
払
い
の
後
、
筆

に
糊
を
つ
け
、
番

号
入
り
の
和
紙

を
慎
重
に
貼
り

ま
し
た
。
そ
の
後

は
、
好
き
な
色
紙

や
糸
を
選
ん
だ

和
綴
じ
本
、
一
枚
の
和
紙
か
ら
自
分
で
よ
っ
た

こ
よ
り
を
用
い
た
大
福
帳
を
作
り
、
体
験
の
記

念
品
と
し
ま
し
た
。 

 

 

６
月
８
日
と
９
日
の
２
日
間
、
東
京
都
内
で

行
わ
れ
た
平
成
29
年
度
全
国
公
文
書
館
長
会

議
に
出
席
し
ま
し
た
。 

  

こ
の
会
議
は
毎
年
６
月
９
日
の
国
際
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
日
に
合
わ
せ
て
国
立
公
文
書
館
が

主
催
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る

公
文
書
館
等
の
長
が
一
堂
に
会
し
ま
す
。 

  

会
議
で
は
、
例
年
全
国
の
公
文
書
館
等
が
直

面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
と

と
も
に
、
公
文
書
管
理
制
度
の
円
滑
な
運
用
及

び
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
、
相

互
の
緊
密
な
連
絡
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
事
例
の
紹
介
や
問

題
提
起
、
講
演
会
等
が
行
わ
れ
ま
す
。 

  

今
回
は
、（
一
）
明
治
１
５
０
年
、（
二
）
人
材

育
成
に
関
す
る
取
り
組
み
を
重
点
項
目
と
し

て
、
国
や
各
機
関
に
お
け
る
取
り
組
み
等
の
紹

介
や
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

（
一
）
に
つ
い
て
は
、
来
年
２
０
１
８
年
が
明

治
維
新
１
５
０
年
の
節
目
に
当
た
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
記
念
事
業
を
行
う
こ
と
、
ま
た

そ
の
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
当
館
に

お
い
て
も
、
明
治
初
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
作

成
さ
れ
、
国
の
重
要
文
化
財
で
も
あ
る
「
群
馬

県
行
政
文
書
」
を
メ
イ
ン
に
企
画
展
示
を
検
討

し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。 

  

ま
た
、
意
見
交
換
で
は
、
明
治
１
５
０
年
と

い
う
国
の
一
方
的
な
見
方
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
や
多
様
な
見
方
に
も

配
慮
し
、
特
に
ア
ジ
ア
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
取
り
組

ん
で
い
く
べ
き
と
の
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。 

  

（
二
）に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
長
か
ら
、

公
文
書
館
の
専
門
職
（
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
）
は
国

家
資
格
で
あ
る
学
芸
員
や
図
書
館
司
書
と
異

な
り
資
格
化
さ
れ
て
お
ら
ず
認
知
度
も
低
い

こ
と
、
適
切
な
歴
史
的
公
文
書
の
保
存
・
利
用

の
た
め
に
は
専
門
職
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
等
が
現
状
と
問
題
点
と
し
て
示

さ
れ
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
資
格
化
の
た
め
に
、

ま
ず
は
認
証
制
度
の
構
築
に
向
け
て
前
進
し

て
い
き
た
い
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

公
文
書
館
と
専
門
職
員
が
業
務
を
通
じ
て
ど

の
よ
う
に
地
域
に
貢
献
し
て
い
く
か
と
い
う

課
題
も
提
起
さ
れ
ま
し
た
。 

 

今
回
の
会
議
の
成
果
は
、「
『
明
治
１
５
０
年
』 

  

寛
文
、
元
禄
の
上
野
国
絵
図
の
作
製
に
携
わ

っ
た
熊
谷
家
は
、
平
家
物
語
な
ど
で
有
名
な
熊

谷
次
郎
直
実
の
末
裔
で
す
。
子
孫
は
安
芸
国
や

東
北
地
方
な
ど
各
地
に
分
散
し
ま
し
た
が
、
当

家
は
戦
国
時
代
に
は
若
狭
国
守
護
武
田
氏
に

従
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
戦
国
時
代
が
終
わ
る

と
豊
臣
秀
次
の
家
臣
に
な
り
ま
す
が
、
秀
次
の

切
腹
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
熊
谷
家
の
当
主
は

自
害
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
子
は
京

都
で
浪
人
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
寛
永
３
年

（
１
６
２
６
）
に
京
都
所
司
代
板
倉
氏
の
推
挙

で
前
橋
藩
主
酒
井
氏
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

 
  

寛
文
４
年
（
１
６
６
４
）
前
橋
藩
、
高
崎
藩

に
上
野
国
絵
図
作
成
の
命
令
が
幕
府
か
ら
下

さ
れ
ま
し
た
。
藩
主
か
ら
作
製
を
命
じ
ら
れ
た

の
は
熊
谷
道
雄
と
上
田
五
太
夫
で
し
た
。
道
雄

は
上
野
国
内
を
、
測
量
を
重
ね
な
が
ら
、
く
ま

な
く
巡
り
、
郡
境
や
村
高
な
ど
を
詳
細
に
調
べ

あ
げ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
様
子
が
「
國
圖
要

禄 

全
」
（
Ｐ
Ｆ
８
８
０
４ 

１
０
５
／
８
０

１
）
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
、
ど
こ
で
、

何
を
調
べ
て
い
た
の
か
図
入
り
で
わ
か
る
好

資
料
で
す
。
な
お
解
説
と
釈
文
は
当
館
紀
要

『
双
文
』v

o
l
.

７
（
１
９
９
０
年
）
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
  

熊
谷
家
が
起
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
道
雄
が

甲
州
流
軍
学
を
修
め
た
軍
学
者
で
あ
り
、
築
城

な
ど
に
精
通
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
  

元
禄
10
年
（
１
６
９
７
）
に
再
び
国
絵
図

作
製
の
命
が
前
橋
藩
に
下
さ
れ
ま
し
た
。
寛
文

期
で
の
実
績
に
よ
る
の
か
、
熊
谷
家
は
国
絵
図

御
用
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
当
主
は
代
替
わ
り

を
し
て
、
子
息
の
孝
徳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
残

念
な
が
ら
寛
文
上
野
国
絵
図
の
時
の
よ
う
な

資
料
は
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
作
製
過
程
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
同
15
年
12
月
に
完
成
し
、
献

上
さ
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

熊
谷
家
は
酒
井
家
が
姫
路
に
移
っ
て
も
酒

井
家
家
臣
で
あ
り
続
け
、
明
治
維
新
を
迎
え
ま

し
た
。
当
主
薫
郎
は
内
務
省
に
出
仕
し
、
明
治

12
年
（
１
８
７
９
）
に
は
琉
球
処
分
に
関
与
し
、

役
人
と
し
て
現
地
に
赴
き
ま
し
た
。
そ
の
後
逓

信
省
に
異
動
し
、
函
館
、
大
阪
な
ど
の
逓
信
局

局
長
な
ど
を
務
め
ま
し
た
。
退
職
後
は
姫
路
淑

女
学
校
な
ど
学
校
の
創
設
に
も
携
わ
り
、
姫
路

市
の
教
育
発
展
に
寄
与
し
ま
し
た
。 

           

全
国
公
文
書
館
長
会
議
へ
の
参
加 

 

國圖要録の一部 

二
つ
の
上
野
国
絵
図
を
作
っ
た
熊
谷
家 



5 

 

に
取
り
組
む
基
本
的
考
え
方
」「
『
公
文
書
館
職

員
の
育
成
と
活
用
』
に
お
け
る
基
本
的
考
え
方
」

（
平
成
29
年
６
月
８
日
全
国
公
文
書
館
長
会

議
）
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

    

◎
埼
玉
県
・
本
間
辰
一
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
） 

 

主
に
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
碓

氷
郡
下
大
嶋
村
（
現
高
崎
市
）
の
名
主
・
戸
長

文
書
、
４
２
点
。 

◎
藤
岡
市
・
中
村
茂
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
） 

 

前
掲
の
本
間
氏
収
集
文
書
と
同
じ
家
の
碓

氷
郡
下
大
嶋
村
（
現
高
崎
市
）
近
世
村
方
文
書

で
、
送
り
証
文
、
田
畑
名
寄
帳
な
ど
、
８
２
点
。 

◎
前
橋
市
岩
神
町
・
奥
山
説
子
家
文
書
（
寄
贈
） 

 

前
橋
藩
主
松
平
氏
の
白
河
在
城
時
と
思
わ

れ
る
記
録
類
、
写
本
、
明
治
期
教
科
書
な
ど
６

０
点
余
り
。
奥
山
家
は
松
平
大
和
守
家
家
臣
。 

◎
神
奈
川
県
・
倉
持
基
宏
家
文
書
（
寄
贈
） 

 

中
山
道
の
坂
本
宿
（
現
安
中
市
）
よ
り
西
の

羽
根
石
（
刎
石
）
に
あ
っ
た
茶
屋
本
陣
の
小
池

家
関
係
文
書
、
２
１
点
。
倉
持
氏
は
小
池
家
の

子
孫
。 

◎
京
都
府
・
磯
田
道
史
氏
収
集
文
書
（
寄
託
） 

 

慶
応
四
年
の
風
聞
記
、
１
点
。
群
馬
郡
権
田

村
（
現
高
崎
市
）
の
小
栗
上
野
介
や
北
信
諸
藩

の
動
向
等
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
磯
田
氏
は
著

書
や
解
説
が
人
気
の
歴
史
研
究
者
。 

   

◎
藤
岡
市
・
小
林
小
五
郎
家
文
書
（
第
二
次
） 

 

同
市
中
大
塚
の
小
林
家
に
伝
わ
っ
た
名
主

文
書
、
明
治
期
の
県
の
布
達
を
含
む
近
現
代
文

書
、
典
籍
（
「
甲
陽
軍
鑑
」
全
巻
）
な
ど
。
江
戸

期
片
品
村
の
金
山
の
絵
図
も
あ
る
。 

 

２
１
５
点
（
Ｐ
８
１
１
７
） 

◎
前
橋
市
・
北
爪
行
文
家
文
書 

 

同
市
鼻
毛
石
町
の
北
爪
家
に
伝
わ
っ
た
文

書
群
。
天
正
期
の
文
書
（
写
し
）
、
近
世
の
村
方

文
書
、
御
嶽
山
信
仰
に
関
す
る
文
書
、
明
治
期

の
村
絵
図
を
含
む
近
現
代
文
書
。 

 
 

４
１
５
点
（
Ｐ
０
０
６
０
１
） 

◎
伊
勢
崎
市
・
久
保
田
壽
一
家
文
書 

 

同
市
香
林
町
の
久
保
田
家
に
伝
わ
っ
た
文

書
群
。
中
心
は
同
地
に
あ
っ
た
「
御
林
」
と
久

保
田
家
当
主
が
代
々
務
め
た
御
林
守
及
び
年

貢
関
係
史
料
。
他
に
巡
礼
日
記
帳
、
版
本
等
も

あ
る
。  

 
 

１
４
２
点
（
Ｐ
０
１
５
０
７
） 

◎
姫
路
市
・
熊
谷
家
文
書
（
第
三
次
） 

 

前
橋
藩
主
酒
井
家
の
家
臣
だ
っ
た
熊
谷
家

の
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
複
製
資
料
。
古
城
図
や
上

野
国
絵
図
関
係
の
記
述
も
あ
る
史
料
を
含
む

近
世
文
書
、
及
び
酒
井
家
関
連
史
料
、
酒
井
家

旧
臣
や
政
府
高
官
の
書
簡
を
含
む
近
現
代
文

書
な
ど
。 

 
 

１
６
５
３
点
（
Ｐ
Ｆ
８
８
０
４
） 

    

公
文
書
と
は
、
群
馬
県
の
組
織
（
県
庁
各
課
）

の
業
務
で
作
成
又
は
収
受
さ
れ
る
書
類
で
す
。

施
策
を
立
案
、
企
画
、
実
施
す
る
た
め
の
起
案

文
書
で
あ
っ
た
り
、
調
査
に
関
わ
る
文
書
、
開

催
さ
れ
た
行
事
や
会
議
に
つ
い
て
の
資
料
で

あ
っ
た
り
、
県
で
建
築
す
る
施
設
等
の
図
面
や

工
事
に
関
す
る
計
画
、
記
録
類
な
ど
、
様
々
な

内
容
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
業
務

を
進
め
る
上
で
必
要
な
書
類
で
あ
り
、
日
々
数

多
く
の
公
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

公
文
書
に
は
内
容
に
応
じ
て
保
存
期
間
が

設
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
直
接
的
な
業
務
が

終
わ
っ
た
後
も
、
業
務
内
容
を
検
証
し
た
り
、

同
様
の
業
務
を
進
め
る
上
で
参
考
と
な
る
情

報
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
一
定
期
間
保
存
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
日
々
膨

大
な
文
書
が
作
成
さ
れ
る
た
め
、
効
率
よ
く
管

理
す
る
必
要
性
（
保
存
コ
ス
ト
、
場
所
等
）
か

ら
、
保
存
期
間
が
満
了
し
て
不
要
と
判
断
さ
れ

た
文
書
は
廃
棄
さ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
保
存
期
間
が
満
了
し
廃
棄
さ
れ
る

公
文
書
の
中
に
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
そ

の
当
時
の
県
政
や
県
民
の
生
活
の
様
子
、
出
来

事
の
記
録
と
し
て
重
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
記
録
を
使
っ
て
長
期
的
、
そ
し
て
よ
り
広

範
な
視
野
か
ら
施
策
を
評
価
し
、
そ
れ
以
降
の

取
り
組
み
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。 

当
館
で
は
、
そ
れ
ら
保
存
期
間
が
満
了
し
た

公
文
書
（
非
現
用
公
文
書
）
の
中
か
ら
、
歴
史

資
料
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
べ
き
文
書
を
収

集
、
保
存
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
整
理
、
点
検

し
終
わ
っ
た
も
の
か
ら
県
庁
の
原
課
（
そ
の
文

書
を
作
成
し
た
課
）
と
で
協
議
を
行
い
、
承
認

を
受
け
た
文
書

に
つ
い
て
公
開

し
、
県
民
の
皆
様

の
利
用
に
供
し

て
い
ま
す
。
（
な

お
、
保
存
期
間
満

了
以
前
の
文
書

（
現
用
文
書
）
に

つ
い
て
は
、
情
報

公
開
制
度
に
よ

り
利
用
す
る
こ

と

が

で

き

ま

す
。
） 

今
回
は
、
２
０

１
４
年
（
平
成
26

年
）
以
前
に
収
集

さ
れ
た
文
書
の

内
、
昭
和
36
年
か

ら

40

年
に
作
成

さ
れ
、
完
結
し
た

文
書
２
７
６
冊

（
知
事
部
局
１

３
０
冊
、
議
会
事

新
た
に
収
集
し
た 

古 

文 

書 

新
た
に
公
開
し
た 

古 

文 

書 

新
た
に
公
開
し
た 

公 

文 

書 

受入記号
文書
番号

所属年
(和暦)

表題 内容
担当部名
(収集時)

担当課名
(収集時）

A0181B00 79 昭和40年
県政総合映画
「ひがし群馬」

契約伺　録音原稿　株式
会社日本シネマ16ﾐﾘ総天
然色　A-52-4

総務部 広報課

A0181B00 460 昭和40年 製糸業基本調査 国用製糸　G-47 農政部 蚕糸課

A0181B00 461 昭和40年
昭和40製糸業基
本調査

器械製糸　県総括表を含
む　G-47

農政部 蚕糸課

以下に、公開文書目録の一部（抜粋）を掲載します。
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務
局
１
２
２
冊
、
教
育
委
員
会
事
務
局
２
４
冊
）

を
公
開
し
ま
し
た
。
検
索
手
段
は
、
現
時
点
で

は
閲
覧
室
に
あ
る
仮
目
録
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
御
来
館
の
上
、
御
利
用
願
い
ま
す
。 

   

 

閲
覧
室
で
は
、
当
館
が
発
行
し
た
刊
行
物
や

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
な
ど
を
購
入
し
て
頂
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
、
今
年
４
月
か
ら
販

売
し
て
い
る
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
御
紹
介
し

ま
す
。 

群
馬
県
立
文
書
館
が
収
蔵
し
て
い
る
文
書

や
絵
図
を
使
用
し
て
作
成
し
て
い
る
も
の
で
、

次
の
３
種
類
の
デ
ザ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。 

（
１
）
「
武
州
川
肥
城
主
松
平
大
和
守
斉
典
公

御
嫡
子
紀
五
郎
殿
初
メ
テ
登
城
之
図
」 

 

大
名
行
列
の
様
子
が
描
か
れ
た
絵
図
で
す
。 

（
２
）
「
群
馬
県
之
成
立
」 

 

明
治
期
に
現
在
の
群
馬
県
の
誕
生
に
つ
い

て
書
か
れ
た
行
政
文
書
で
す
。 

（
３
）
「
前
橋
旧
図
」 

前
橋
城
、
家
臣
屋
敷
、
城
下
町
、
寺
院
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
絵
図
で
す
。 

 

裏
面
に
は
天
文
９
年(

１
５
４
０
年)

以
降

の
年
号
と
西
暦
お
よ
び
干
支
の
対
照
表
が
印

刷
さ
れ
て
お
り
、
古
文
書
を
読
む
際
な
ど
の
参

考
に
し
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

価
格
は
い
ず
れ
も
消
費
税
込
み
で
１
０
０

円
で
す
。
ぜ
ひ
、
御
利
用
く
だ
さ
い
。 

                             

 

 

平
成
29
年
10
月
14
日
（
土
）
よ
り
平
成

30
年
２
月
25
日
（
日
）
ま
で
、
標
記
の
展
示

を
開
催
し
ま
す
。
場
所
は
、
当
館
１
階
ロ
ビ

ー
及
び
展
示
室
で
す
。
テ
ー
マ
展
示
は
、
当

館
収
蔵
史
料
な
ど
の
中
か
ら
テ
ー
マ
に
基
づ

き
史
料
を
選
び
展
示
す
る
も
の
で
す
。 

今
回
は
、
「
二
つ
の
上
野
国
絵
図 

―
寛
文

と
元
禄
―
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
し
ま
す
。
前
橋

市
立
図
書
館
所
蔵
で
市
重
要
文
化
財
の
「
寛
文

上
野
国
絵
図
」
と
当
館
所
蔵
で
県
重
要
文
化
財

の
「
元
禄
上
野
国
絵
図
」
を
比
較
・
考
察
し
、

関
連
す
る
古
文
書
な
ど
も
展
示
し
ま
す
。 

 

主
な
内
容
は
、（
１
）
国
絵
図
と
は
何
か
、（
２
）

寛
文
上
野
国
絵
図
と
「
國
圖
要
禄
」
、（
３
）
寛

文
国
絵
図
と
元
禄
国
絵
図
の
比
較
、（
４
）
寛
文

と
元
禄
の
国
境
比
較
な
ど
で
す
。
ぜ
ひ
御
来
館

く
だ
さ
い
。 

 

  

★
開
館
記
念
日
行
事
「
絵
図
で
み
る
上
野
国
と

武
蔵
国
」 

・
原
本
史
料
展
示
、
元
禄
上
野
国
絵
図
実
物
大

（
5.2×

5.6
ｍ
）
複
製
フ
ロ
ア
マ
ッ
ト
展
示
、

展
示
解
説
会 

 

平
成
29
年
10
月
21
日
（
土
）
・
22
日
（
日
） 

 
 
 

9
時
30
分
～
16
時 

 
 

※
解
説
会
（
両
日
と
も
）
①
11
時
②
13
時 

 

③
15
時 

★
展
示 

・
テ
ー
マ
展
示
２
「
二
つ
の
上
野
国
絵
図 

 

―
寛
文
と
元
禄
―
」 

 
 

平
成
29
年
10
月
14
日
（
土
）
～
平
成
30
年 

２
月
25
日(

日) 

・
新
規
公
開
文
書
展 

 
 

平
成
30
年
３
月
３
日
（
土
）
～
７
月
８
日
（
日
） 

★
講
座 

・
第
２
回
ぐ
ん
ま
史
料
講
座 

平
成
29
年
12
月
16
日
（
土
）
13
時
30
分
～ 

「
上
野
国
絵
図
を
読
む 

―
国
境
問
題
を

焦
点
に
―
」 

講
師
：
佐
藤
孝
之
氏
（
東
京
大
学
史
料
編
纂 

所
教
授
） 

 
 

※
申
込
期
間
は
平
成
29
年
11
月
７
日
（
火
）

～
28
日
（
火
）
必
着 

 

※
詳
細
は
文
書
館
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い 

 
 
 

平
成
29
年
度
テ
ー
マ
展
示
２ 

「
二
つ
の
上
野
国
絵
図
」
の
開
催 

今
後
の
行
事
予
定 

発
行
／
群
馬
県
立
文
書
館 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
p
r
e
f
.
g
u
n
m
a
.
j
p
 

題
字
／
岡
庭
征
人
書 

 
元禄十五年上野国絵図（P8710 1） 

閲
覧
室
か
わ
ら
版 
～ 

そ
の
３ 

～ 

    
裏面の一部を拡大しています。         （３）           （２）             （１） 

 


