
下
伊
那
教
育
会
館
の
一

室
で
下
伊
那
史
編
纂
に
か

か
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る

と
、
時
々
古
文
書
類
や
古

文
献
、
時
に
は
掛
軸
ま
で

も
が
持
ち
込
ま
れ
て
、
解

読
や
真
贋
鑑
定
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

四
月
末
の
あ
る
日
、
ひ

と
り
の
ご
婦
人
が
古
い
文

献
類
が
詰
ま
っ
た
段
ボ
ー

ル
箱
を
持
参
さ
れ
、「
こ

ん
な
も
の
が
昔
か
ら
あ
る

の
だ
が
若
い
者
は
関
心
が

な
い
し
、
始
末
し
ち
ゃ
っ

て
い
い
も
の
か
ご
意
見
を

伺
い
た
い
」
と
尋
ね
て
こ

ら
れ
た
。
箱
の
中
を
拝
見

す
る
と
、「
商
売
往
来
」

「
錦
宝
庭
訓
往
来
」「
男�

�

重�
�
�

宝
記
大
成
」「
高
僧
和

讃
」
や
大
正
四
年
佐
々
木

高
明
著
「
永
代
宝
暦
神
機

開
発
大
雑
書
大
成
」
な
ど

分
厚
い
刊
行
本
も
あ
る
。

「
お
宅
の
先
代
の
ど
な
た

か
が
勉
強
な
さ
っ
た
証
と

し
て
、
捨
て
な
い
で
保
管

な
さ
っ
て
は
ど
う
で
す

か
」
と
助
言
し
て
お
帰
り

い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
の

古
文
献
に
混
じ
っ
て
「
春

臺
太
宰
先
生
尺
牘
」
と
銘

打
っ
た
桐
箱
入
り
の
巻
物

一
本
が
気
に
か
か
り
、

「
も
し
や
」
と
思
い
、
し

ば
ら
く
預
か
る
こ
と
に
し

た
。
後
で
ゆ
っ
く
り
判
読

し
て
、
私
な
り
に
真
贋
を

確
か
め
た
い
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

巻
物
を
紐
解
く
と
、
太

宰
弥
右
衛
門
か
ら
多
賀
了

因
に
宛
て
た
書
簡
が
二
通

表
装
さ
れ
て
い
る
。
太
宰

春
台
を
「
国
史
大
辞
典
」

で
調
べ
て
み
る
と
、「
江

戸
時
代
中
期
の
儒
学
者
、

名
は
純
、
字
は
徳
夫
、
通

称
は
弥
右
衛
門
。
春
台
は

号
で
、
書
斎
を
紫
芝
園
と

号
し
た
。
…
春
台
の
父
言�

�

辰�
�

は
、
信
濃
国
飯
田
の
城

主
堀
氏
の
家
臣
と
な
り
、

春
台
が
九
歳
の
時
、
過
失

に
よ
り
牢

�
浪
�

人
と
な
っ
た
」

と
あ
る
。
こ
の
書
簡
の
差

出
人
「
弥
右
衛
門
」
は
春

台
の
通
称
で
あ
る
。
春
台

は
県
歌
「
信
濃
の
国
」
に

も
謳
い
込
ま
れ
た
信
州
を

代
表
す
る
人
物
で
、
飯
田

人
の
誇
り
と
す
る
偉
人
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
荻
生
徂
徠
に
入

門
し
、
貧
困
と
病
躯
に
耐

え
つ
つ
中
国
古
典
を
比
較

検
討
し
、
絶
え
ず
理
想
の

詩
文
を
追
求
し
、
政
治
論

で
は
「
経
済
録
」
等
先
進

的
な
論
述
の
数
々
を
世
に

残
し
、
経
学
の
分
野
で
は

徂
徠
学
を
代
表
し
師
を
越

え
た
と
ま
で
称
え
ら
れ
た

市
井
の
偉
大
な
儒
学
者
で

あ
る
。

能
筆
家
と
し
て
も
有
名

な
春
台
の
掛
軸
は
何
度
か

見
た
が
、
書
簡
は
初
め
て

で
難
解
で
あ
る
。
解
読
の

助
け
に
と
教
育
会
館
市
村

文
庫
の
羽
生
永
明
遺
稿
を

始
め
、
太
宰
春
台
論
の
い

く
つ
か
を
学
習
す
る
中

で
、
宛
名
の
多
賀
了
因
が

春
台
の
門
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
。ま
た
、

文
中
に
幕
府
の
儒
官
室�

�

鳩�
�
�

巣�
�

が
出
て
き
た
り
、

「
孔
子
家
語
増
注
」
の
発

刊
が
資
金
難
で
滞
っ
て
苦

心
し
て
い
る
こ
と
や
、
将

軍
秀
忠
の
執
政
本
多
正
信

の
「
本
佐
録
」
を
貸
与
す

る
約
束
な
ど
も
読
み
と
れ

て
興
味
深
い
。
特
に
詩
文

の
校
閲
に
際
し
て
は
一
字

一
句
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な

い
厳
格
さ
が
随
所
か
ら
読

み
と
れ
、
こ
の
書
簡
は
春

台
の
真
筆
に
違
い
な
い
と

確
信
を
深
め
た
。

こ
の
巻
物
は
四
年
前
に

亡
く
な
っ
た
骨
董
好
き
の

ご
主
人
が
入
手
し
た
も
の

と
い
う
が
、
そ
の
経
緯
は

不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
「
捨
て
な
い
で
、
そ

の
中
に
意
外
な
真
実
、
本

物
が
潜
ん
で
い
る
」
を
実

感
し
た
体
験
で
は
あ
っ
た
。

太
宰
春
台
書
簡
と
の
邂
逅

今
牧
　
久

資
料
渉
猟
余
話
そ
の
９

書簡の冒頭部と末尾

太宰春台


