
「
丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
」
の
概
要 

 

昭
和
十
年
当
時
の
風
情
を
残
し
た
玄
関
周
辺
。
奥
に
は
日
本
の
産
業
遺
産
と
し
て
希
少
な
ノ

コ
ギ
リ
型
三
角
屋
根
の
工
場
群
が
続
く
。
次
世
代
に
伝
え
た
い
丹
後
の
文
化
財
・
日
本
を
支

え
た
産
業
遺
産
で
あ
る
。
ノ
コ
ギ
リ
型
三
角
屋
根
の
織
物
工
場
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
直
射
日
光

を
遮
断
し
て
、
西
窓
か
ら
だ
け
の
柔
ら
か
で
安
定
し
た
自
然
光
の
間
接
光
線
を
取
り
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
り
手
に
影
が
で
き
な
い
利
点
が
あ
る
。
３
＊
７
０
０
本
も
の
経

糸
の
動
き
を
肉
眼
で
確
認
し
な
が
ら
仕
事
が
で
き
る
工
夫
が
為
さ
れ
て
い
る
。 

「
丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
」
で
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
３
０
０
年
に
渡
り
、
伝
承
さ
れ
守
り

継
が
れ
た
絹
織
物
の
生
産
工
程
が
見
学
で
き
ま
す
。
所
在
地
は
、
与
謝
野
町
内
に
あ
る
老
舗

の
織
物
会
社
跡
地
。
（
約
１
４
＊
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
）
１
９
０
３
年
に
創
業
を
開
始
し
、

昭
和
３
４
年
の
天
皇
陛
下
ご
成
婚
に
際
、
同
社
が
製
織
し
た
着
物
を
結
納
の
品
他
に
お
使
い

に
な
る
な
ど
、
業
界
で
も
名
門
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
繊
維
業
界
の
流
通
構
造
不

況
に
よ
り
廃
業
、
工
場
跡
地
の
活
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
ち
り
め
ん
の
ル
ー
ツ
と
も

い
え
る
丹
後
の
顔
だ
っ
た
工
場
を
残
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
地
元
の
声
に
押
さ
れ
て
、
丹
後

地
区
で
絹
織
物
製
造
を
営
む
織
物
会
社
３
社
が
施
設
を
取
得
。
古
民
家
再
生
等
で
著
名
な
建

築
設
計
家
の
野
井
茂
正
氏
に
建
築
リ
フ
ォ
ー
ム
を
お
願
い
し
昭
和
初
期
に
建
設
さ
れ
た
歴
史

的
産
業
遺
産
の
縮
緬
工
場
を
再
開
。
全
国
建
築
設
計
リ
フ
ォ
ー
ム
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
第
２
位

を
受
賞
し
、
さ
ら
に
関
西
企
業
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て
認
定
を
受
け
一
般
の
方
に
も
無
料
公

開
し
て
い
る
。
年
間
約
四
万
人
の
来
場
者
が
あ
る
。 

 

丹
後
ち
り
め
ん
発
祥
の
歴
史 

  

丹
後
地
方
に
は
古
墳
か
ら
絹
織
物
が
出
て
い
る
等
、
他
の
養
蚕
の
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
と

同
様
に
早
く
か
ら
絹
織
物
が
作
ら
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
。
奈
良
時
代
、
天
平
年
間
に
「
あ

し
ぎ
ぬ
」
を
調
貢
し
た
と
あ
り
、
正
倉
院
御
物
の
う
ち
に
現
在
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
伝
来
の
絹
織
技
術
を
駆
使
し
、
絢
爛
豪
華
な
織
物
の
里
と
し
て
室
町
鎌
倉
時
代
の

権
力
者
に
徴
用
さ
れ
て
き
た
。
今
か
ら
約
３
０
０
年
江
戸
時
代
中
頃
に
入
る
と
丹
後
地
方
地

場
産
業
は
、
当
時
の
宮
津
藩
が
力
を
い
れ
て
い
た
養
蚕
業(

よ
う
さ
ん)

と
な
っ
た
が
、
江
戸
時

代
ま
で
織
継
が
れ
て
き
た
丹
後
の｢

絢
爛
豪
華
な
絹
織
物
」
は
、
貴
族
や
神
社
仏
閣
用
途
の
高

級
品
で
あ
っ
た
為
に
需
要
も
少
な
く
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
に
、
先
人
達
の
粘

り
強
い
努
力
に
よ
っ
て
「
丹
後
縮
緬
」
が
生
ま
れ
る
事
に
な
る
。
そ
の
始
ま
り
は
江
戸
時
代

の
享
保
年
間
で
あ
る
。
こ
の
時
代
丹
後
地
方
は
天
候
不
順
に
よ
る
飢
饉
が
何
年
も
続
き
、
若

者
た
ち
は
農
業
の
不
振
に
よ
り
京
の
都
へ
の
出
稼
ぎ
に
赴
い
て
い
た
。
地
場
産
業
の
再
興
を

目
指
す
峰
山
藩
の
絹
屋
佐
平
治
（
森
田
治
郎
兵
衛
「
ち
り
め
ん
織
の
始
祖
」）
と
宮
津
藩
の
山

本
屋
佐
兵
衛
、
手
米
屋
小
右
衛
門
の
３
名
が
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
西
陣
に
赴
き
、
機
屋
に



奉
公
に
入
っ
た
。
当
時
庶
民
に
人
気
が
あ
っ
た
織
物
が
「
西
陣
の
お
召
ち
り
め
ん
」
で
あ
っ

た
。
ち
り
め
ん
織
の
技
法
は
主
と
し
て
横
糸
の
撚
糸
に
有
る
。
撚
糸
の
工
夫
は
そ
の
糸
の
太

さ
、
撚
り
回
数
に
加
え
て
熨
斗
の
掛
け
具
合
な
ど
に
機
屋
ご
と
の
「
門
外
不
出
の
秘
伝
」
が

あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
生
地
表
面
に
独
特
の
さ
ざ
波
の
よ
う
な
ち
り
め
ん
シ
ボ
が
生
ま
れ
る
。

「
門
外
不
出
の
秘
伝
」
は
、
苦
労
を
重
ね
た
上
で
「
八
丁
撚
糸
機
」(

は
っ
ち
ょ
う
ね
ん
し
き)

と
し
て
伝
授
さ
れ
、
あ
る
い
は
密
か
に
そ
の
真
髄
を
盗
み
出
し
、
ち
り
め
ん
織
の
技
法
を
覚

え
た
３
名
は
、
国
元
へ
帰
り
ち
り
め
ん
織
を
始
め
た
。
当
時
流
行
の
ち
り
め
ん
織
の
技
法
故
、

こ
れ
が
丹
後
に
も
た
ら
し
た
恩
恵
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
３
名
は
請
う
人

が
い
れ
ば
臆
す
る
こ
と
な
く
教
え
、
瞬
く
間
に
ち
り
め
ん
織
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
丹
後
は
ち
り
め
ん
の
産
地
と
し
て
の
地
場
産
業
基
盤
が
出
来
上
が
っ
た
。 

 

産
業
革
命
と
丹
後
ち
り
め
ん 

  

鎖
国
を
解
い
た
明
治
時
代
に
入
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
ジ
ャ
ガ
ー
ド
装
置
の
付
き
の
織

機
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
の
明
治
政
府
は
国
の
為
に
な
る
産
業
を
興
せ
と
い

う
「
国
是
」(

こ
く
ぜ)

を
発
令
し
た
。
そ
れ
に
対
応
し
わ
が
国
の
絹
糸
業
を
発
展
さ
せ
る
と
い

う
目
的
で
、
明
治
２
９
年
に
京
都
府
い
か
る
が
郡
綾
部
町
に
、
当
地
い
か
る
が
郡
の
振
興
を

目
的
と
し
た
「
郡
是
」(

現
グ
ン
ゼ)

と
い
う
會
社
が
設
立
さ
れ
る
。
蚕
糸
・
紡
績
業
が
国
家
事

業
と
し
て
、
力
が
注
が
れ
て
い
た
明
治
期
に
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
海
外
に
生
糸
の
輸
出
を
開

始
し
、
高
い
評
価
を
得
る
と
共
に
、
ま
た
海
外
の
拠
点
開
設
も
早
い
段
階
で
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
急
速
に
「
郡
是
製
絲
株
式
会
社
」
は
業
績
を
拡
大
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
付
加
価
値

を
求
め
、
明
治
３
０
年
京
都
府
与
謝
郡
野
田
川
町
岩
屋
村
に
、
丹
後
で
初
め
て
の
絹
織
物
会

社
が
設
立
さ
れ
た
。
現
在
の
「
丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
」
で
あ
る
。
当
時
は
「
国
是
」
に
従

い
、
外
貨
獲
得
の
手
段
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ご
婦
人
向
け
ブ
ラ
ウ
ス
や
ス
カ
ー
フ
な
ど
の

シ
ル
ク
生
地
を
織
り
上
げ
た
。
日
本
の
シ
ル
ク
生
地
は
品
質
が
良
く
て
価
格
も
安
い
と
の
評

価
を
得
て
、
輸
出
先
の
北
イ
タ
リ
ア
、
ミ
ラ
ノ
近
郊
に
点
在
す
る
染
色
工
場
に
販
路
を
拡
大

し
外
貨
を
獲
得
、
明
治
政
府
の
国
策
に
貢
献
し
た
。 

 

・
新
し
い
丹
後
ち
り
め
ん
の
幕
開
け 

  

幾
多
の
苦
難
の
道
の
り
を
経
て
、
歴
史
と
共
に
成
長
発
展
し
て
き
た
織
物
で
あ
る
丹
後
ち

り
め
ん
は
、
現
在
そ
の
用
途
を
着
物
か
ら
婦
人
服
へ
絹
か
ら
レ
ー
ヨ
ン
、
そ
し
て
合
繊
へ
と

拡
大
さ
せ
、
昭
和
四
十
五
年
頃
よ
り
合
繊
ち
り
め
ん
「
ポ
リ
チ
リ
」
の
開
発
に
着
手
し
、
現

在
に
至
っ
て
い
る｡

こ
れ
を
期
に
丹
後
の
総
合
産
地
化
が
具
体
的
に
始
動
し
洋
装
へ
の
進
展

が
ス
タ
ー
ト
し
、
丹
後
独
特
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
育
成
と
、
そ
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
化
を
目
指

し
、
技
術
の
研
鑚
と
工
夫
を
重
ね
、
今
日
の
揺
る
ぎ
無
い
特
化
産
地
と
し
て
君
臨
す
る
ま
で



に
成
長
し
た
。
丹
後
独
自
の
「
八
丁
撚
糸
」
こ
の
強
撚
糸
の
持
つ
特
性
に
よ
り
、
し
な
や
か

で
、
光
沢
が
あ
り
、
ハ
リ
と
腰
、
ド
レ
ー
プ
性
と
い
っ
た
総
合
特
性
を
有
す
る
生
地
と
し
て
、

他
の
ま
ね
の
出
来
な
い
、
文
字
で
は
表
現
出
来
な
い
風
合
い
を
持
つ
丹
後
ち
り
め
ん
の
服
地

が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
こ
の
丹
後
ち
り
め
ん
は
、
丹
後
の
歴
史
が
脈
々
と

息
づ
き
、
見
事
に
完
成
さ
れ
た
感
性
豊
か
な
織
物
と
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
業
界
に
認
め
ら
れ

て
い
る
。
又
こ
の
製
織
技
術
と
平
行
し
て
精
練
加
工
に
置
い
て
も
、
精
練
職
人
の
手
に
よ
り

一
点
一
点
吟
味
し
、
独
創
的
技
術
を
駆
使
し
、
奥
ゆ
か
し
い
、
ち
り
め
ん
シ
ボ
の
発
現
と
、

し
な
や
か
で
ド
レ
ー
プ
性
豊
か
な
、
格
調
高
い
商
品
と
し
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
設
立
の
趣
旨 

 

丹
後
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
絹
織
技
術
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
地
域
の
織
元
が
専
門
技
術

を
持
ち
寄
り
、
高
付
加
価
値
化
へ
の
早
期
転
換
を
目
的
と
し
て
丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。
織
物
と
染
色
の
連
携
し
た
イ
タ
リ
ア
・
コ
モ
市
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
貫

生
産
型
の
産
地
を
目
指
し
、
丹
後
織
物
の
新
し
い
染
め
織
り
技
術
の
向
上
と
新
し
い
分
野
へ

の
販
路
開
拓
を
最
大
の
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
伝
統
的
地
場
産
業
を
如
何
に
し
て
伝
承
し
再
生
さ
せ
る
か
。

こ
の
こ
と
は
日
本
国
内
に
現
有
す
る
他
の
地
場
産
業
に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。「
職

人
の
芸
術
」
と
も
い
え
る
陶
芸
品
や
着
物
な
ど
、
日
本
に
は
後
世
に
残
す
べ
き
大
切
な
文
化

が
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
の
伝
統
産
品
の
流
通
は
複
雑
で
閉
鎖
的

な
為
に
消
費
者
ニ
ー
ズ
が
産
地
ま
で
届
か
な
い
現
状
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
構
造
不
況
業
種
と

呼
ば
れ
る
流
通
事
情
で
あ
る
。
昔
は
日
常
的
必
需
品
で
あ
っ
た
着
物
も
、
経
済
成
長
が
続
き

バ
ブ
ル
時
代
に
な
る
と
友
禅
染
め
職
人
は
芸
術
家
や
作
家
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
り
し
て
、

着
物
は
美
術
品
並
み
に
高
額
と
な
り
何
百
万
円
も
の
着
物
も
販
売
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

丹
後
織
物
産
地
で
は
広
く
丹
後
シ
ル
ク
の
販
路
を
拡
大
す
る
べ
く
新
製
品
の
開
発
を
進
め
て

い
る
が
、
既
存
の
複
雑
な
流
通
に
対
し
て
産
地
や
職
人
の
立
場
は
弱
く
、
消
費
者
ま
で
「
絹

織
物
の
優
れ
た
品
質
と
技
術
」
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
。 

「
丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
」
で
は
新
し
い
丹
後
シ
ル
ク
産
地
の
姿
を
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に

直
接
紹
介
し
、
流
通
構
造
不
況
の
打
開
策
と
し
て
完
成
品
づ
く
り
の
為
の
技
術
開
発
を
進
め

て
い
る
。
今
回
整
備
さ
れ
た
「
丹
後
ち
り
め
ん
歴
史
館
」
は
、
い
ま
ま
で
の
縮
緬
工
場
の
機

能
に
加
え
て
最
先
端
の
デ
ジ
タ
ル
染
色
の
設
備
を
設
置
、
京
都
府
の
和
装
業
界
で
は
初
め
て

取
り
組
む
イ
タ
リ
ア
・
ミ
ラ
ノ
形
態
を
取
り
入
れ
た
織
り
か
ら
染
ま
で
の
一
貫
生
産
型
絹
織

物
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
コ
モ
市
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
常
設
展
示
場
を
備
え

た
工
場
と
な
っ
て
い
る
。
館
内
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
は
丹
後
シ
ル
ク
の
生
地
も
少
量
か

ら
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 


