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昨
年
七
月
、
岐
阜
県
文
化
財
保
護
協

会
の
大
和
村
支
部
が
結
成
さ
れ
て
か
ら

七
ケ
月
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
日
は
浅
い

け
れ
ど
も
、
こ
の
間
に
本
部
行
事
に
数

回
参
加
し
た
外
、
当
支
部
独
自
の
行
事

と
し
て
見
学
二
回
、
研
修
二
回
を
実
施

し
、
会
一貝
も
だ
ん
だ
ん
増
加
し
て
八
十

名
に
達
し
ま
し
た
。
発
足
第

一
年
度
と

し
て
、
ま
ず
は
順
調
な
歩
み
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
今
後
い
っ
そ

う
の
発
展
を
期
し
な
か
ら
、
会
報
第

一

号
を
お
手
元
へ
お
届
け
で
き
ま
す
こ
と

を
喜
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
和
村
の
村
民
憲
章
第

一

項
に
、
「
つ
ね
に
学
び
文
化

の
高
い
村
を
作
り
ま
し
ょ
う

」
と
あ
る
の
は
、
村
民
の
向

か
う
べ
き
と
こ
ろ
を
端
的
に

当
支
部
が
発
足
し
た
と
き
、
期
せ
ず
し

て
多
数
の
方
々
の
ご
参
加
が
得
ら
れ
た

の
も
、
そ
う
し
た
文
化
運
動
の
一
環
と

見
る
こ
と
が
で
き
、
文
化
財
に
対
す
る

理
解
と
関
心
が
深
ま
っ
た
証
拠
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
喜
ぶ
べ
き

こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
運
動
は
今

後
ま
す
ま
す
広
め
て
い
た
だ
き
た
い
も

の
で
す
。

ご
承
知
の
通
り
、
本
村
に
は
福
田
古

墳
を
始
め
、
幾
つ
か
の
古
墳
が
あ
っ
て
、

貴
重
な
出
土
品
は
す
で
に
学
界
に
も
紹

発
刊

に
際

し

て

支
部
長

　

野

田

介
さ
れ
、
県
や
村
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
先
年
か
ら

実
施
さ
れ
て
い
る
圃
場
整
備
事
業
の
、

思
い
が
け
も
な
い
副
産
物
と
し
て
、
大

間
見
地
区
に
お
い
て
、
縄
文

（じ
ょ
う

も
ん
）
時
代
の
土
器

・
石
器
が
多
数
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ

と
で
し
た
。
先
祖
代
々
耕
作
し
て
き
た

水
田
の
、
地
表
か
ら
わ
ず
か

一
え
ニ
メ

ー
ト
ル
の
深
さ
の
と
こ
ろ
に
、
四
〇
〇

０
年
前
の
人
間
生
活
の
遺
跡
が
埋
ま
っ

）

て
い
よ
う
と
は
、
だ
れ
し
も
夢
に
も
思

わ
ぬ
こ
と
で
し
た
。

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
掘
り
返
さ
れ
た
土

中
に
、
そ
れ
を
実
証
す
る
数
々
の
土
器

片
や
石
器
を
発
見
し
て
、
人
々
は
思
わ

ず
声
を
上
げ
ま
し
た
。
い
ろ
り
の
跡
も

あ
っ
た
し
、
小
動
物
の
骨
片
と
覚
し
き

も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
考
古
学
に
く
わ

し
い
Ⅱ
氏
の
説
明
を
聞
き
な
か
ら
、
大

人
も
子
供
も
目
を
か
ゞ
や
か
し
て
拾
い

集
め
、
一
時
人
間
見
に
は
土
器
ブ
ー
ム

が
起
き
た
く
ら
い
で
す
。
拾
い
集
め
た

も
の
は

一
〇
〇
０
点
を
越
す

ほ
ど
で
し
た
が
、
み
ん
な
村

教
育
委
員
会
へ
託
さ
れ
ま
し

た
。

直

ユ
相
　

　

こ
の
縄
文
土
器
の
発
見
や

士
Ｌ
積
の
調
査
が
、
郷
土
の
歴

史
と
文
化
に
対
す
る
人
々
の
関
心
を
集

め
、
認
識
を
深
め
た
こ
と
は
申
す
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
の
歴
史
の
長
さ
と
い
い
ま
し
ょ

う
か
、
重
さ
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
わ

れ
わ
れ
が
い
ま
住
ん
で
い
る
現
在
の
繁

栄
と
幸
福
は
、
決
し
て
一
朝

一
夕
に
か

ち
得
た
も
の
で
は
な
い
。
幾
千
年
の
間

興
亡
を
く
り
返
し
な
か
ら
、
血
と
汗
を

流
し
て
、
よ
う
や
く
築
き
上
げ
た
今
日

（こ
ん
に
ち
）
の
幸
福
、
今
日
の
重
み

と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
を

通
し
て
、
私
た
ち
は
感
じ
る
わ
け
て
す
。

近
年
、
さ
分
具
県
下
で
、
高
松
塚
や
マ

ル
コ
古
墳
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
て

世
の
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
日
本
歴
史
の
解
明
で
あ
る
と
と
も
に

わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
を
再
確
認
す
る

こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
す
。

郷
土
の
文
化
財
を
尊
重
す
る
精
神
も

わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
を
尊
重
す
る
精

神
に
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
し

み
じ
み
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

奪
真
説
明
）
　
　
　
　
・

七

鈴

五

獣

鏡

岐
早
県
指
定
重
要
文
化
財

時
代
　
エハ世
紀
中
ご
ろ

（約

一
四
〇

〇
笠
じ

管
理
者
　
徳
永
多
賀
神
社

鏡
は
、
写
真
て
み
る
よ
う
に
、
全
体

の
約
四
分
の
一
が
欠
損
し
て
い
る
。
自

銅
製
で
、
鏡
面
は
光
沢
の
あ
る
灰
色
を

呈
し
て
お
り
、
文
様
の
あ
る
面
は
、
外

か
い
鋸
歯
文
帯
、
連
続
三
角
形
文
帯
、

偽
銘
帯
が
あ
り
、
そ
の
内
側
に
小
さ
な

五
つ
の
乳
と
形
状
不
明
な
五
獣
を
配
し

て
い
る
。
直
径
一
一
。
四
セ
ン
テ
、
周

囲
に
七
箇
の
鈴
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
内

三
箇
が
欠
け
て
い
る
。
鈴
子
は
小
石
で

振
る
と
か
す
か
な
音
を
た
て
る
。

示
し
た
も
の
と
し
て
、
た
い
へ
ん
深
い

意
味
を
持

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

近
年
、
村
民
セ
ン
タ
ー
が
建
設
さ
れ

て
か
ら
、
こ
こ
を
中
心
と
し
て
、
各
種

の
文
化
活
動
が
ま
る
で
堰

（せ
き
）
を

切
っ
た
洪
水
の
よ
う
な
勢
い
で
活
発
に

な
り
、
事
実
上
の
文
化
運
動
と
も
い
う

べ
き
盛
況
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
ま
こ

と
に
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
、
ま
さ
に
村

民
憲
章
の
趣
旨
を
活
か
し
た
も
の
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

文
化
財
保
護
を
旗
じ
る
し
と
し
て
、



中
国
展
見
学

（名
古
屋
博
物
館
前
）

唐
代
越
州
窯
磁
器
讃
歌

唐
代
の
詩
人
陸
亀
蒙
は
、
そ
の
釉
色
を

讃
美
し
て
次
の
よ
・り
に
う
た
っ
て
い
る

「
九
秋
の
風
露

が
割
開
き

千
峰
を
奪
い
得
て
翠
色
来
た
ろ
」

（中
国
民
よ
り
）

中
国
展
見
学
に

参
加
し
て

小

池

久

江

晩
秋
の
好
日
、
忙
中
の
閑
と
ば
か
り

何
の
予
備
知
識
も
な
い
ま
ゝ
、
皆
さ
ん

の
仲
間
入
り
さ
せ
て
頂
杯
て
、
中
国
展

ヘ
パ
ス
の
旅
。

中
国
展
が
見
た
い
、
父
も
そ
う
言

っ

て
い
ま
し
た
の
に
、
私
だ
け
出
掛
け
る

こ
と
を
申
訳
な
い
と
思
い
な
か
ら

‥
・

博
物
館
は
始
め
て
、
出
土
品
の
事
も

全
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
先
生
に
ビ
ッ
タ

リ
つ
い
て
い
こ
う
、
館
内
は
大
変
な
人

出
で
、
混
雑
し
て
い
る
中
を
あ
ち
こ
ち

し
て
漸
く
作
品
の
側
に
近
．つ
く
ｏ
彩
陶

・
銅
器

・
漆
器

。
磁
器

・
文
物
と
沢
山

の
逸
品
の
内
、
今
も
心
に
残
っ
て
い
る

の
は
、

ＢＣ
二
千
年
と
言
わ
れ
る
彩
陶
〓

付
き
の
壺
で
す
。
ベ
ー
ジ
ュ
の
肌
に
オ

リ
ー
ブ
グ
リ
ー
ン
の
模
様
、
柔
ら
か
く

優
し
い
線
、
手
に
触
れ
た
ら
温
味
が
伝

わ
っ
て
来
そ
う
な
落
ち
付
い
た
色
調
は

現
代
の
陶
芸
作
品
と
い
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
。
こ
の
ま
ゝ
す
ぐ
使
え
そ
う
な

美
し
い
姿
で
し
た
。
日
本
の
縄
文
時
代

に
中
国
で
は
、
す
で
に
こ
ん
な
素
晴
し

い
彩
陶
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
。
銅
器

は
特
に
細
か
な
彫
り
実
様
と
形
、
す
べ

〉

て
す
ば
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

「け
い
か
く
」
と
言
っ
て
十
三
箇
か

ら
な
る
編
鐘
も
紀
元
前
に
出
来
た
打
楽

器
で
、
大
変
美
し
い
音
が
出
る
そ
う
で

す
が
、
時
間
的
に
聞
け
な
か
っ
た
の
は

残
念
で
し
た
。

少
い
漆
器
の
中
に

「雲
文
漆
い
」
と

言
っ
て
水
を
入
れ
る
器
が
あ
り
、
朱
と

黒
の
深
い
色
艶
、
形
の
く
ず
れ
も
な
く

こ
ん
な
美
し
い
の
が
出
土
品
か
と
し
っ

と
見
て
い
て
、
ふ
と
、
幼
い
日
自
分
の

お
膳
の
上
に
あ
っ
た
朱
の
色
褪
せ
た
汁

椀
が
浮
び
ま
し
た
。

深
い
、
何
か
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
こ
ん
な
素
晴
し
い
出
土
品
に

出
会
え
た
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
嬉
じ

く
思
い
ま
し
た
。

中
国
出
土

文
物
展
を
見
る

日

置

　

繁

文
化
の
日
を
明
日
に
ひ
か
え
た
十

一

月
二
日
、
念
願
の
中
国
出
土
文
物
展
鑑

賞
の
一
行
に
加
わ
っ
た
。

会
場
の
名
古
屋
市
博
物
館
に
バ
ス
を

つ
け
た
。
折
か
ら
出
土
品
の
編
鐘
と
い

う
珍
ら
し
い
中
国
の
打
楽
器
が
奏
て
ら

れ
る
館
内
へ
一
行
は
吸
い
込
ま
れ
て
い

っ
た
。

同
展
は
、
今
や
和
平
交
渉
の
気
運
高

ま
る
中
国
の
示
し
た
好
意
で
あ
り
、
両

国
が
相
互
理
解
を
深
め
る
上
で
、
深
い

意
義
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
陳
列
さ

れ
た
出
土
品
は
、
最
近
発
掘
せ
ら
れ
た

締

繰

瀞
権

偏

翻

イ
ａ
麟

世
紀
元
代
に
至
る
五
千
余
年
に
亘
る
土

器

・
石
器

。
青
銅
器

・
漆
器

・
織
物
等

巾
広
く
集
め
ら
れ
て
い
て
、
見
る
も
の

を
し
て
驚
嘆
せ
し
め
る
も
の
は
か
り
で

あ
っ
た
。
ま
ず
土
器

・
陶
磁
器
に
描
か

れ
た
図
形
の
正
確
巧
緻
な
こ
と
、
青
銅

器
の
鼎
、
尊
な
ど
一豪
華
で
し
か
も
施
さ

れ
た
彫

「き
文
」
の
精
緻
な
こ
と
、
又

こ
れ
ら
に
刻
ま
れ
た
古
代
文
字
な
ど
、

現
代
で
も
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
し
い
作

品
を
作
る
に
は
相
当
の
労
作
を
必
要
と

す
る
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
人
類
言
思
の
歴
史
は
百
七
十

万
年
前
の

「元
謀
人
」
を
は
じ
め
と
し

有
名
な

「北
京
原
人
」
も
五
十
万
年
前

と
い
う
。
こ
の
古
い
文
化
を
も
つ
中
国

と
日
本
は
、
二
千
年
も
前
か
ら
朝
鮮
を

介
し
て
往
来
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
文
化
を
吸
収
消
化
し
て
日
本
独
特
の

文
化
を
築
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今

日
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
源
流
を
な
す
中
国

文
化
に
親
し
ス
接
す
る
こ
と
が
で
き
た

／）

わ
け
で
あ
る
。

こ
の
展
覧
会
を
見
て
、
中
国
古
代
文

化
の
高
さ
に
驚
く
と
同
時
に
、
こ
れ
ら

遺
物
が
語
り
か
け
て
く
る
古
代
人
の
心

に
ふ
れ
て
、
出
土
文
化
財
保
護
の
意
義

を
か
み
じ
め
な
か
ら
、
我
ら
は
後
世
に

何
を
残
す
べ
き
か
を
静
か
に
考
え
な
が

ら
帰
途
に
つ
い
た
。

明
方
村
博
物
館

見
学
に
参
加
し
て

山

田

昌

枝

十

一
月
十
三
日
、
肌
寒
い
曇
り
空
の

早
朝
、
文
化
財
保
護
協
会
大
和
村
支
部

の
皆
さ
ん
と
共
に
明
方
村
立
博
物
館
の

見
学
に
出
発
し
ま
し
た
。
車
中
野
田
会

長
さ
ん
の
か
話
を
聞
い
た
り
し
て
い
る

う
ち
気
良
の
博
物
館
に
着
く
。
建
物
の

さ
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
い
る
の
に
驚
く
。

金
子
館
長
さ
ん
の
ご
説
明
を
承
っ
て
か

ら
、
ま
ず
は
百
聞
は

一
見
に
如
か
ず
と

館
内
を
片
っ
ば
し
か
ら
見
せ
て
い
た
ゝ

一
つ
の
村
で
よ
く
も
こ
れ
だ
け
集
め

ら
れ
た
も
の
と
感
心
す
る
。
縄
文
時
代

の
出
土
品
か
ら
、
私
共
に
も
使
っ
た
覚

え
の
あ
る
現
代
の
物
ま
で
、
一
階
二
階

の
十
二
の
部
屋
に
、
整
然
と
陳
列
さ
れ

-2-



そ
れ
ぞ
れ
に
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

全
部
で

一
万
七
千
点
余
も
あ
る
と
か
。

こ
の
村
に
は
昔
鉱
山
が
あ
っ
た
た
め
か

そ
の
関
係
用
具
の
陳
列
さ
れ
て
い
る
の

が
眼
を
ひ
く
。
ま
た
昔
の
お
嫁
さ
ん
の

使

っ
た
衣
装
や
髪
飾
り
、
時
代
々
々
の

衣
装
や
下
駄
な
ど
が
印
象
的
だ
っ
た
。

ま
た
、
小
学
校
制
度
が
始
ま
っ
た
こ
ろ

の
教
科
書
は
、
一
年
生
の
で
も
む
ず
か

し
く
て
、
私
た
ち
で
も

一
寸
読
め
そ
う

に
な
い
く
ら
い
だ
。

戦
時
中
の
苦
労
の
跡
を
思
わ
せ
る
色

々
な
物
な
ど
、
と
て
も
書
き
切
れ
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
何
時
ど
ん
な
思

い
て
誰
の
手
で
作
ら
れ
た
の
か
、
ま
た

ど
ん
な
ふ
う
に
誰
に
使
わ
れ
た
の
か
、

物
の
乏
し
い
時
代
に
き

っ
と
大
事
に
大

事
に
使
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の

一
つ
一
つ
に
は
尽
さ
せ
ぬ
思
い

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、

そ
の
当
時
の
人
々
の
心
が
ジ
カ
に
私
の

胸
に
響
い
て
く
る
よ
う
だ
っ
た
。

私
達
の
村
に
も
、
こ
う
し
た
施
設
を

作
っ
て
、
い
ま
に
滅
び
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
色
々
な
民
俗
資
料
を
こ
の
よ
う
に

集
め
て
保
管
し
後
世
の
為
に
残
し
た
い

も
の
だ
と
強
く
感
じ
な
か
ら
館
を
辞
し

た
。
出
か
け
に
振
り
返

っ
て
見
る
と
、

次
の
額
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
。

か
と
な
え
ば
　
そ
こ
は
か
と
な
く
聞

ヽ

え
く
る
、
物
の
さ
ゝ
や
き
、
ち
ち
は

は
の
声

正
蔵
　
　
一

大
和
村
に
お
け
る

指
定
文
化
財

（昭
和
五
三
年
二
月
現
し

０
名
称
、
０
員
数
、
０
所
在
地
、

０
指
定
缶
月
日

国
指
定
天
然
記
念
物

（０
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
生
息
地

０
小
間
見
川
全
域

０
昭
和
八
年
二
月
二
八
日

岐
阜
県
指
定
史
跡

０
篠
脇
城
跡

０
約
四
五
ア
ー
ル

０
牧
字
志
ノ
脇

０
昭
和
四
八
年
一
一
月
一
四
日

岐
阜
県
指
定
重
要
無
形
民
俗

文
化
財

０

明
建
雲

お

祭
礼

耽

酵
墾
ぢ

」

０
牧
、
明
建
神
社
の
氏
子

０
喧
和
要
）
〓

二
月
一
〇
日

岐
阜
県
指
定
重
要
文
化
財

０
和
鏡

（七
鈴
五
獣
８

〇

一
面

０
徳
永

多
賀
神
社

０
昭
和
五
〓
窒
ハ月
四
日

◇

０
福
甲
五
損
出
土
品

０

一
量
一石
点
以
上

二
号
二
一
点
と
土
師
器

０
島
字
正
神
路
　
田
中
善
児
方

０
昭
和
五
一
年
ニハ月
四
日

◇

０
縄
文
期
石
製
品

０
≡
一薫

０
栗
巣
　
中
山
周
左
衛
門
方

０
昭
和
五
〓
笠
ハ月
四
日

大
和
村
指
定
史
跡

０
阿
千
葉
城
跡

０
約
一
七
・
七
ア
ー
ル

０
剣
客
桃
ヶ
洞

０
昭
和
四
九
年
一
二
丹
二
四
日

◇

０
松
尾
城
跡

０
約
一
九
・
七
ア
ー
ル

０
大
間
見
字
城
山

０
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
四
日

◇

０
福
田
古
墳

０
約
〇
・
五
ア
ー
ル

）

０
島
字
工
習
路

０
昭
和
四
九
年

一
二
月
二
四
日

◇

０
丸
山
菫
頂
公
一３

〇
〇
・
四
五
ア
ー
ル

０
河
辺
字
榎
本

０
昭
和
要
り
隻

一月
一
一五
日

◇

０
自
雲
山
中
世
古
墓
群

０
上
段
四
基
、
下
段
九
基

０
剣
そ
大
田
平

０
昭
和
要
Ｖ
Ｔ七
旦

〓
百

◇

０
慈
永
大
姉
の
墓

０
一
基

０
牧
字
内
会
津

０
昭
和
要
ツ
十七
星

〓
百

◇

０
木
戸
口
清
水

０

一
ケ
所

０
牧
字
本
戸
口

０
昭
和
要
Ｖ
Ｔ七
星

三
百

大
和
村
指
定
重
要
文
化
財

０
須
恵
器

３
む

０
蓋
身
一
一組

０
徳
永

爺ヽ
纂
範
性

０
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
四
日

◇

０
絵
馬

篤

の
図
６

０

一
本

０
牧

明
建
神
社

０
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
四
日

◇

い
Ｗ
貯
口

０
一
個

０
牧

明
建
神
社

０
昭
和
四
を
午
〓

一月
一
一四
日

◇

０
丸
山
古
墳
出
土
品

０

一
号
〓
二
点
、
一
一号
九
点

０
大
和
村
教
育
委
員
会

０
昭
和
要
ソ
十
一
万
一
五
日

◇

０
福
田
地
区
出
土
石
製
品

０
四
点

０
島
字
正
神
路
　
田
中
善
児
方

０
照
利
要
ソ
三
星

五
日

◇

０
熊
田
古
墳
出
土
品

０
五
点

０
剣

大
和
中
学
校

０
昭
和
要
ソ
十一
万
一
五
日

◇

０
四
耳
壼

０

一
個

０
大
和
村
教
育
委
員
会

０
昭
和
要
望
十
一
万

一
五

日

◇

０
古
瀬
一Ｆ
灰
釉
瓶
子



０

一
個

０
牧

松
森
益
吉
方

０
昭
和
要
ソ
三
星

五
日

◇

０
東
林
寺
跡
出
土
品

０
懸
仏
六
体
、
和
鏡
一
一面

０
栗
巣

一盤
け寺

０
昭
和
要
望
十
七
星

〓
百

大
和
村
指
定
天
然
記
念
物

０
明
馨
習
位
の
社
叢

０
八
七
圭
ア
ー
ル
（明
整
算
一境
内

桜
並
木
を
含
む
）

０
牧
字
妙
見
・
大
門
下
タ

０
昭
和
五
〇
年
一
一月
一
一五
日

・Υ
・Υ
・Υ
・Υ
ｏＴ
ｏΥ
・Υ
・Υ
・Υ
ｏΥ
・Υ
・Ｔ
ｏΥ
・

岐
阜
県

文
化
財
保
護
協
会

大
和
村
支
部
規
約

第

二
早

（蒜

）

第

一
条
　
本
支
部
は
、
岐
阜
県
文
化
財

保
護
協
会
大
和
村
支
部

（以
下
本
会

と
い
う
）
と
称
す
。

２
．
本
会
は
事
務
所
を
大
和
村
教
育

一奮
員
会
に
置
く
。

（目
じ

第
二
条
　
本
会
は
本
部
と
連
絡
を
密
に

し
、
各
専
門
委
員
の
協
力
を
得
て
本

地
域
の
文
化
財
の
保
護
、
顕
彰
お
よ

び
活
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
△
苔
貝

相
互
の
研
究
を
深
め
、
も
っ
て
こ
の

地
域
住
民
の
文
化
の
向
上
に
資
す
る
。

（墨

第
三
条
　
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
す

る
為
に
次
の
事
業
を
行
な
う
。

一
、
文
化
財
の
保
護
、
顕
彰
お
よ
び

活
用
に
関
す
る
こ
と

二
、
文
化
財
の
調
査
、
研
究

三
、
文
化
財
に
関
す
る
講
習
会
、
研

究
会
、
文
化
財
め
ぐ
り
等
の
開

催
実
施

四
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な
事
業

第
二
章

公
蒼
δ

第
四
条
　
本
会
の
△
否
只
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
、
正
会
員
　
本
会
の
目
的
に
賛
同

じ
会
費
年
額

三
五
〇

ｏ
円
を
納
め
た
も
の

二
、
特
別
〈
否
貝
　
本
会
の
事
業
を
後

援
し
特
別
会
費
年
額

一
ロ
ニ
、〇
〇
〇
円
以

上
を
納
入
し
た
も
の

三
、
賛
助
△
否
貝
　
本
会
の
事
業
を
賛

助
し
、
賛
助
金
年
額

一
口
一
〇
、〇
〇
〇
円

以
上
を
納
入
し
た
も

）

の

四
、
以
上
の
会
員
は
そ
の
ま
ま
協
会

本
部
△
否
貝
と
し
て
登
録
さ
れ
る
。

（入
△
０

第
五
条
　
△蒼
ス
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の

は
、
会
費
を
添
え
て
事
務
所
に
申
し

込
む
こ
と
。

第
二
章

Ｔ

８

第
六
条
　
本
会
に
は
次
の
役
員
を
置
、

丸
部
長

一
名
、
副
ヵ
部
長
二
名
、
常

任
理
事
二
名
、
理
事
二
十
五
名
以
内

（丸
部
長
、
副
奏
計
長
、
常
任
理
事

を
含
む
）
、　
監
事
二
名

２
．
理
事
、
監
事
は
総
会
で
こ
れ
を

選
出
す
る
。

３
　
丸
計
長
、
副
ヵ
静
長
、
常
任
理

事
は
理
事
の
互
選
と
す
る
。

第幹
♂
曹
は基
を袋
基

２．務を鵡結
詳
蒙
暑
理
し

ヽ
世
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職

勤を駅新け支ヽる炉長および副支部

長
と
共
に
理
事
会
を
組
織
し
会
務
の

Ｔ

襲

詳

警

注

理

事
は
理
事
会
の
意
を
体
し
て
会
務
の

執
行
に
あ
た
る
。

５
．
監
事
は
会
計
を
監
査
す
る
。

（題

第
八
条
　
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。

籟

じ

　

　

ヽ

第
九
条
　
本
会
は
支
誓
長
の
推
薦
に
よ

り
総
会
の
議
を
経
て
顧
間
を
推
薦
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

後
警
δ

第
十
条
　
本
会
の
事
務
を
処
理
け
る
た

め
、
書
記
、
会
計
を
置
き
支
部
長
が

任
命
す
る
。

第
四
章

公
墓
⑭

第量
が緻
」
に鬱
て

２
．
総
会
は
毎
年

一
回
、
会
計
年
度

終
了
後
、
一
ヶ
月
以
内
に
支
秘
長
が

招
集
す
る
。
た
だ
し
支
部
長
ま
た
は

理
事
会
が
必
要
と
み
と
め
た
場
合
に

は
臨
時
に
総
会
を
開
く
こ
と
が
で
き

Ｚ
Ｏ
。（決

議

第
十
二
条
　
総
会
お
よ
び
理
事
会
の
決

議
は
出
席
者
の
過
半
数
を
も

っ
て
決

す
る
。

曾
要
事
３

第
十
三
条
　
次
の
事
項
は
総
会
に
提
出

し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

）

一
、
事
業
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
に

つ
い
て
の
事
項

二
、
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
に

つ
い
て
の
事
項

三
、
そ
の
他
理
事
会
に
お
い
て
必
要

と
認
め
た
事
項

第
五
章

篠

３

第
十
四
条
　
本
会
の
運
営
に
要
す
る
経

費
は
、
会
費
、
事
業
に
伴
な
う
収
入
、

寄
附
金
お
よ
び
補
助
金
を
も
っ
て
支

弁
す
る
。

２
．
△
至
ス
は
、
そ
の
五
割
を
協
会
本

部
に
納
入
、
五
割
を
還
付
金
と
し
て

本
会
の
会
計
に
繰
り
入
れ
る
。

（〈忌

第
十
五
条
　
本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年

四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
二
月
三
十

一
日
に
終
る
。

第
ニハ章

（そ
の
し

第
十
六
条
　
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
本
会
の
運
営
に
つ
い
て
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
に
は
か
っ

て
細
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
　
則

１
．
規
約
の
変
更
は
総
会
の
決
議
に

よ

る

。

２
．

こ
の
規
約
は
、
昭
和
五
十
二
年

七
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



会

員

名

簿

（順
序
不
同
）

日
置
　
幸
雄

《
小
間
見
》

平
沢

　

勤

島
崎
　
英
二

鷲
見
　
明
良

田
代
　
俊
雄

《
万
場
》

畑
中
　
浄
園

石
神
　
発
生

桑
田
　
靖
之

井
俣

初
枝

寛
　
　
明
代

畑
中
　
真
澄

《
徳
永
》

木
島

観

一

木
島
　
孝

一

土
松
　
新
逸

木
島

　

泉

鷲
見
　
鈴
子

田
中
ま
さ
を

鷲
兄
　
お
と

直
井
す
ゞ
江

矢
野
原
幸
子

《
河
辺
》

田
中
喜

一
郎

清
水
美
佐
子

清
水
　
貞
子

横
枕
千
代
子

鷲
見
　
長
子

）

一
三

七
〇

三
九
二
七

三
〇
三
七

三
〇
≡

ニ

（理
　

事
）
　

一二
九
六

五

（副
支
部
長
）

二
四

四

一

二

四

一
三

二
四
二
九

二
七

五
八

一
一
五
三

一
一

二
四
四

一

二
〇
三
二

二
五
九

一

二
七
三

一

二
〇
壬
二

二
（０
〇
五

二
〇
六
七

二
一
八
九

三
五
九
二

二
〇
七
七

（理
　
事
）

一二
四

一
〇

一〇
二

一

一〇
五
二

一三
八
九

一〇
一
天

（理
　
事
）

〔
氏

名
〕

《
加卿
》

山
下
　
運
平

国
枝
　
貞
雄

日
置
　
照
郎

高
橋

義

一

一局
橋
　
　
明

田
中
　
　
裕

加
藤
　
文
蔵

池
田
　
生里

一

畑
中
　
定
雄

小
池
　
久
江

ヽ
青
木
　
卦
二

畑
中
　
澄
子

《
大
間
見
》

夕
野
田
　
直
治

し
日
置
　
広
雄

´
野
田
　
　
茂

青
木
　
新
三

村
井
　
正
蔵

日
置
　
　
繁

．
大
野
　
隆
成

松
井
　
　
隆

池
田
　
　
弘

清
水
　
作
衛

小
野
江
選
量

藤
沢
五
三
郎

〔
役

ルε
　
〔電
話
番
号

慇

　
間
）

筵 曾
任

じ』

（理
　
事
）

（支
部
長
）

（理
　
事
）

（監
　
事
）

一八
〇
二

一二
人
三

一
一
六
八

一二
七
六

一二
九
二

一五
〇
七

一
一
八

五

三
〇
七

一二
八

五

一四
三
六

一一一一一
一一二

一二
五
四

〓

三

〇

〓
五
〇
五

二
七
九
六

三
〇
八
六

二
七
二
六

一一一
一
一
大

二
四
〇
六

三
二
九
三

二
〇
七
二

三
七
九
二

二
四
八
八

三
二
〇
〇

2轟 22
任

3計撃°3

幸 元
孝 江 子

尾
藤

清
水

ユ副
田

島
崎
千
鶴
子

《
古
道
》

松
井
　
弘
雄

（理

《
口
神
路
》

森

　

暮
敬

（理

）森

　

捨
吉

谷
名
皿
部
》

有
代
　
一暑
平

有
代
　
信
吾

（理

森
下
　
正
則

下
広
　
茂

一

尾
藤
　
　
由

二
一
四
七

二
〇

一
九

一
三
〇

一

一
一一一一エハ
一
一

二
八
七
〇

三
六
七
四

二
八
九
〇

三
九
二
三

二
七
二
九

二
七
〇
五

一　一二ハ
エハ
一　一

３

　

一
三
≡

ハ

四
〇
四
一

一
一一
一一一一エハ

事
）
　

一
一七
九
五

事
）

一
一〇
△
二

三
二
四
八

一
三
〇

一

三
七
九
一

三
四
一
三

三
八
九
五

三
四
三
〇

《
脇篠
》

菜
飯
原
常
城

（理

加
藤
　
一
男

（理

日
置
　
一
朗

嶺
藤
　
周

一

松
森
　
益
吉

土
松
　
康
二

滝
日

準

一

日
置

貞

一

《
下
栗
巣
》

武
田
　
信
康

中
山
周
左
衝
門
（理

《
上
栗
巣
》

島
崎
　
増
造

（監

増
田
　
洋
子

3

七 二
二 八
八 四

33

″

《
野
口
》

森
藤

　

幸

《
洞
口
》

′瓦
島

　

広

《
福
田
》

堀
　
　
貞
男

田
中
　
善
児

山
田
　
長
次

山
田
　
昌
枝

森

　

数
雄

（副
支
部
長
）
二
七
〇
六

（顧

一∪

　

二
四
八
〇

一
〓

三

七

三
士

一〇

（理
　
事
）
　

一二
ハ
四
八

三
六

四
八

二

五
五
四

昭

和

五

二
年
度

事

業

報

告

七
月
二
九
日

ｏ
大
和
村
支
部
設
立
総
会

於
村
民
セ
ン
グ
ー
　
四
六
名
出
席

規
約
制
定
、
役
員
選
出
、
昭
利
五
二

年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
の
承
認

ｏ
記
念
講
演

「仏
像
の
拝
み
ど

南
濃
町
円
満
寺
住
職
石
川
良
宣
氏

ｏ
村
内
文
化
財
め
ぐ
り

「妙
見
を
中
心
と
し
て
の
文
化
と

九
月
五
日

名
古
屋
市
　
一
一九
名
出
席

ｏ
現
地
研
修
会
　
　
一
〓
ハ
名
出
席

明
方
村
博
物
館
及
び
応
徳
寺
保
管

東
林
寺
跡
出
土
品
見
学

一
一
月
九
日
ｔ

一
〇
日

ｏ
本
会
主
催
現
地
研
修
会
参
加

高
野
山
　
　
　
　
一
一名
出
席

二
月

一
八
日

ｏ
常
任
理
事
会
　
於
役
場
　
五
名
出
席

役
員
会
提
出
事
項
案
検
討
　
他

三
月
五
日

ｏ
役
員
会
　
於
役
場
　
一
一
名
出
席

昭
和
五
三
年
度
事
業
計
画
及
び
予

算
案
作
成

ｏ
現
地
研
修
　
　
　
　
一
一五
名
出
席

福
田
古
墳
出
土
品
見
学

講
師
　
佐
藤
と
き
子
先
生

二
月

〓
二
日

ｏ
本
会
主
催
現
地
研
修
に
参
加

八
名
出
席

大
阪
府
北
千
里

国
立
民
族
学
博
物
館
見
学

二
月
末

○
〈
不
諏
の
発
行
　
　
二
〇
０
部

泉

翠
玉
の
欠
け
ら
蕉
日ヽ
の
稀
に
濃
じ

冬
灯
土
器
ま
ろ
や
か
に
か
げ
り
合
ふ

花
冷
え
の
古
鏡
は
ひ
か
り
の
み
写
し



昭
和
五
三
年
度

事

業

計

画

一、　
会
議
等

ｏ
総
会
の
開
催
　
　
　
　
　
四
月
八
日

ｏ
理
事
会
の
開
催
　
エハ
、
九
、
二
各
月

ｏ
常
任
理
事
会

（随
時
）

二
、　
研
修
会
等

ｏ
文
化
財
に
関
す
る
講
演
会
四
月
八
日

ｏ
現
地
見
学
の
実
施

篠
脇
城
跡
　
　
　
　
　
四
月
下
旬

長
滝

・
石
徹
白
探
訪
　
七
月
上
旬

関
ク
原
古
戦
場
探
訪

一
〇
月
中
旬

村
内
文
化
財
研
修
会
　
一一一月
中
旬

本
会
主
催
研
修
会
に
参
加

三
、　
村
内
民
俗
資
料
調
査
の
実
施

七
月
―

一
一
月

（目
録
作
ｇ

四
、　
会
報
の
発
行
　
一
回
　
一一〇
〇
部

五
、　
関
係
機
関
と
の
連
携

村
文
化
財
審
議
会
と
の
連
携

一　
　
篠
脇
城
跡
　
　
　
　
　
新
逸
　
一

一遠
き
日
の
い
く
さ
語
り
も
夢
の
ご
と

一

一辛
夷
明
る
き
篠
脇
の
山
　
　
　
　
　
一

一陽
を
う
け
て
こ
ぶ
し
群
咲
く
篠
脇
の
一

一山
に
伝
わ
る
ゆ
か
し
き
語
り
　
　
　
一

一古
え
も
か
く
咲
き
け
る
や
篠
脇
の
山

一

一に
明
る
し
こ
ぶ
し
の
花
は
　
　
　
　
一

昭和 52年 度会計報告

収入の部

支出の部

費
金
金

入

助
付
収

会
補
寄
雑

●１　０ι　ＺＯ　メ弩

「文
化
財
や
ま
ど
」
創
刊
号
　
昭
和
．　
）
〓
二
月
三
一
日
発
行
　
発
行
者
／
岐
阜
県
文
化
財
保
護
協
会
大
和
村
す　
）

代
表
者
／
野
田
直
治
　
印
刷
者
／
石
田
百
子

来年度繰越金
186,620-175,550=8ρ 70円

文
化
財

の
愛
護
者

に

ご
参
加
下

さ
い

ｏ
文
化
財
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
身
近

な
と
こ
ろ
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
数
々
の

文
化
財
を
大
切
に
し
て
、
こ
れ
を
守

っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ｏ
瞳
早
県
文
化
財
保
護
協
会
大
和
村
支

部
は
、
昨
年
七
月
発
足
し
ま
し
た
が

各
位
の
ご
熱
意
に
よ
っ
て
、
す
で
に

八
〇
名
の
△
吾
貝
に
達
し
ま
し
た
。
こ

の
際

一
人
で
も
多
く
ぜ
ひ
会
員
に
な

っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す

○
△
石
貝
に
な
る
に
は
、
年
額

一、五
〇
〇

円
を
そ
え
て
、
事
務
所

（大
和
村
教

育
奮
員
△
０

ま
た
は
地
区
の
理
事
へ

申
し
込
ん
て
下
さ
い
。

Ｏ
△
台
貝
の
特
典

・
保
護
協
会
本
部
発
行
の
「
濃
飛
の

文
化
財
」

（年
二
回
）
を
お
届
け

し
ま
す
。

・
支
部
会
報
「
文
化
財
や
ま
と
」
（

年

一
回
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
本
部
主
催
の
見
学
会

・
講
演
会

・

研
究
会
に
参
加
で
き
ま
す
。

・
支
部
主
催
の
文
化
財
の
保
護

・
見

学
そ
の
他
研
究
会

・
講
演
会
に
参

加
で
き
ま
す
。

一

妻
編
集

後

記

≡

▼
岐
阜
県
文
化
財
保
護
協
会
が
創
設
さ

れ
た
の
は
、
昭
和
四
二
年
で
あ
っ
た
。

各
地
区
で
二
〇
名
以
上
の
△
苓
貝
が
で
き

れ
ば
、
支
部
の
創
立
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
大
和
村
て
も
、
昨
年
七

月
に
支
部
が
創
設
さ
れ
た
。

▼
創
設
以
来
、
事
業
報
告
に
あ
る
よ
う

に
、
多
彩
な
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
今
回
会
報
「文
化
財
や
ま
と
」

を
発
刊
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
一

重
に
会
員
各
位
の
ご
熱
意
の
現
わ
れ
と

し
て
同
慶
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
る
。

▼
本
号
は
創
刊
号
で
あ
る
関
係
で
、
会

則
や
、
本
村
に
お
け
る
文
化
財

一
覧
等

で
紙
面
を
つ
い
や
し
、
△
苔
貝
の
声
を
掲

載
す
る
欄
が
少
な
く
て
残
念
で
あ
っ
た

が
、
寄
稿
し
て
下
さ
っ
た
各
位
に
深
謝

す
る
次
第
で
あ
る
。

▼
次
号
か
ら
は
、
△
否
貝
の
皆
様
の
多
数

の
ご
寄
稿
を
得
て
、
本
紙
の
充
実
を
は

か
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

次

号

原

稿

募

集

ｏ
文
化
財
現
地
見
学
の
感
想
文
等

ｏ
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
二
枚
程
度

ｏ
〆
切
　
十
二
月
末
日

ｏ
原
稿
届
先
　
支
部
事
務
所

昭和 53年度予算 (案 )

支出の部

1.前 年度 繰 越 金 1    8,070
2.会     費 1   52,500
6.特 別 会 費 1 225,000
4.補  助  金 1   50,000
5.諸  収  入 1    460

ろ66,000

16Z750
10,000

0
5,870

1.会  議  費

(総 会 費 )

(役 員 会 費 )

2.事  業  費

(研 修 費 )

や )

(会報発行費 )

3.消 耗 品 費

4.予  備  費

言|

30,000
20,000
10,000

290,000
245,000
20,000
25,000
10,000
6,000

666,000

議
会
轟
業
演

帥
鋒
用
綱
備

計

会
総
役
事
講
文
会
需
消
予

費 1   10,000

行 1   20,000
費 1     4,950
費 1    4,950

4 費 1      0
175.550

1 費 1   24,000
費 1   24.000
費 1      0
費 1  146,600

り 1   116,600


