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大
和
町
指
定
文
化
財

口
神
路
の
伊
勢
神
楽
に
つ
い
て

会
長

昨
年
九
月
、
口
神
路
白
山
神
社
の
大

神
楽

・
伊
勢
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、
続
い

て
一
〇
月
に
は
徳
永
多
賀
神
社
の
大
神

楽

・
歌
舞
伎
が
奉
納
さ
れ
た
。
と
も
に

久
し
ぶ
り
の
祭
礼
で
、
た
い
へ
ん
な
人

気
を
呼
び
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
こ
と
は

、

ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
新
し
い
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
口
神
路
の
伊
勢
神
楽
が

町
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
を

受
け
た
。
祭
礼
の
文
化
財
指
定
は
、
昭

和
五

一
年
明
建
神
社
の
七
日
祭
が
岐
阜

県
指
定
と
な
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
が

今
回
は
町
制
施
行
後
の
指
定
第

一
号
と

い
う
わ
け
で
、
文
化
の
高
い
町
づ
く
り

を
め
ざ
す
町
と
し
て
ま
こ
と
に
意
義
深

い
も
の
が
あ
る
。

神
路
の
伊
勢
神
楽
は
、
他
に
類
を
見

な
い
ほ
ど
独
得
の
古
雅
な
趣
き
が
直
感

さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
い
つ
の
時

代
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
。
文
献
と

し
て
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
天
保

野

田

直

治

一
五
年

（
一
八
四
四
）
の

「当
社
氏
神

白
山
大
権
現
祭
礼
の
覚
え
」
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に

コ
本
神
楽

一
組

一
六
人
」
と
記

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
そ
れ

よ
り
も
ず

っ
と
古
い
と
思
わ
れ
る
。
当

地
古
老
の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
音
、

小
十
郎
と
い
う
人
が
伊
勢
へ
行
き
直
接

伝
授
を
受
け
て
き
た
と
い
い
、
他
所
と

は
違

っ
て
伊
勢
直
伝
で
あ
る
と
い
っ
て
、

こ
れ
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
現
に

「
郡

上
の
祭
り
」
の
著
者
寺
田
敬
蔵
氏
も
こ

の
説
を
認
め
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、

郡
上
の
伊
勢
神
楽
は
ほ
と
ん
ど
み
な
尾

張
系
か
三
河
系
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
口

神
路
の
は
、
そ
の
系
統
に
は
入
ら
な
い

と
い
わ
れ
る
。
尾
張
系

，
三
河
系
は
芝

居
神
楽
と
も
い
っ
て
、
例
え
ば

「
父
の

名
は
阿
波
の
徳
島
十
郎
兵
衛
、
母
の
名

は
お
弓
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
浄
る
り

が
入
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
獅
子
が
踊

る
と
い
う
よ
う
に
、
ド
ラ
マ
が
入
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
初
年
地

″

芝
居
が
禁
止
さ
れ
、
郡
上
郡
で
は
八
幡

の
朝
日
座

（現
在
の
殿
町
に
あ

っ
た
）

を
除
い
て
他
は
す
べ
て
上
演
禁
上
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
役
者
は
獅
子
頭
を
か
ぶ

っ
て
獅
子
舞
と
し
て
踊
っ
た
。
獅
子
舞

な
ら
許
さ
れ
た
の
で
、
太
閤
記
や
忠
臣

蔵
な
ど
の
さ
わ
り
の
部
分
を
獅
子
舞
と

し
て
踊
っ
た
。
こ
れ
が
明
治
時
代
に
大

流
行
し
た
。
こ
れ
が
三
河
系

・
尾
張
系

の
伊
勢
神
楽
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
口
神
路
の
伊
勢
神
楽
に
は

そ
う
し
た
浄
る
り
と
か
歌
舞
伎
が
主
流

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
が
他
所
と

は
違
う
口
神
路
独
得
の
神
楽
で
あ
る
。

古
老
た
ち
が
伊
勢
直
伝
と
誇
る
の
も
お

そ
ら
く
こ
の
点
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
今
回
、
町
の
無
形
民
俗
文
化
に
指

定
さ
れ
た
理
由
の

一
つ
も
こ
の
点
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
そ
の
伊
勢
神
楽
と
は
、
ど
う

い
う
神
楽
で
あ
ろ
う
か
。
町
の
文
化
財

と
し
て
の
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
、

皆
さ
ん
に
御
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
　
は

百
間
は

一
見
に
如
か
ず
と
い
う
よ
う
に

神
楽
の
実
際
を
ご
観
覧
願
う
に
越
し
た

こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
か
ら
口

神
路
区
へ
お
願
い
し
て
、
本
会
の
総
会

に
際
し
て
特
別
出
演
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
せ
っ
か

く
の
好
機
会
で
あ
る
か
ら
、
有
効
に
見

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
参
考
事
項
を

一

言
書
き
添
え
て
置
く
。

口
神
路
区
の
伊
勢
神
楽
は

「
四
つ
獅

子
」
と
も
い
わ
れ
以
前
は
次
の
よ
う
に

奉
納
さ
れ
た
。

ス
悪
魔
払
い

玉
獅
子
　
悪
魔
獅
子

・
お
鍬
獅
子

・

お
菊
獅
子

・
洞
入
獅
子

一、
お
か
め

（若
い
お
か
め
）

ス
市
兵
衛

玉
川
崎
踊
り

一、町
界
の
段
　
お
か
め
（年
寄
り
の

お
か
め
）
市
兵
衛

・
鬼

・

鐘
道

右
の
内
、
今
回
は
時
間
の
関
係
上
次
の

三
つ
を
上
演
し
て
い
た
だ
く
。

０
悪
魔
払
い

（役
者

一
名
）
黒
の
風

折
烏
帽
子
に
水
色
の
対
樹
が

つ
け

て
大
刀
を
差
し
て
素
足
で
あ
る
。

手
に
御
幣
と
大
刀
を
持
っ
て
舞
つ
。

大
刀
は
鋭
い
真
刀
で
あ
る
。

国
川
崎
踊
り

（八
名
）
編
笠
を
か
ぶ

り
友
禅
柄
の
着
物
を
着
て
、
赤
と

水
色
の
し
ご
き
を
左
腰
に
結
び
端

は
垂
ら
す
。
郡
上
踊
り
の
古
調
川

崎
の
原
型
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ

る
。
は
や
し
こ
と
ば
に
注
日
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

日
悪
魔
獅
子

（以
下
略
）
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嵯
峨
清
涼
寺
と
生
身
の
釈
迦

畑

中

浄

園

昭
和
六
〇
年

一
二
月

一
三
日
、
大
和

町
文
化
財
保
護
協
会
の

一
行
二
三
名
は

京
都
嵯
峨
の
史
跡
探
訪
を
行

っ
た
。
二

尊
院

・
厭
離
庵

（
こ
こ
は

一
般
に
は
公

開
さ
れ
て
い
な
い
が
前
も
っ
て
願
い
出

て
い
た
）
を
拝
観
し
、
小
春
日
和
の
や

わ
ら
か
い
光
線
を
あ
び
て
な
だ
ら
か
な

小
路
を
く
だ
る
と
、
間
も
な
く
清
涼
寺

の
西
門
の
所
に
出
た
。

「
き
さ
ら
ぎ
の
中
の
五
日

（
二
月

一

五
日
）
は
鶴
の
林
に
薪
尽
き
に
し
日

（

釈
迦
入
滅
の
日
）
な
れ
ば
、
か
の
如
来

二
伝
の
御
か
た
み
の
む
つ
ま
じ
さ
に
、

嵯
峨
の
清
涼
寺
に
詣
で
て
　
常
在
霊
鷲

山
　
な
ど
、
心
の
う
ち
に
唱
え
て
拝
み

奉
る
云
云
」
と
い
う

『増
鏡
』
の
序
文

を
思
い
出
し
て
い
る
う
ち
に
本
堂

（元

禄

一
四
年
　
一
七
〇

一　
再
建
）
の
前

に
立

っ
て
い
た
。

清
涼
寺
は

一
般
に
嵯
峨
の
釈
迦
堂
と

よ
ば
れ
、
市
民
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る

浄
土
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
寺
の
前

住
職
は
、
京
都
大
学
の
教
授
で
中
国
仏

教
史
の
大
家
故
塚
本
善
隆
博
士
で
あ

っ

た
。
円
満
な
人
格
で
、
た
び
た
び
お
目

に
か
か
り
ご
高
説
を
拝
聴
し
た
こ
と
が

思
い
出
さ
れ
る
。

　

ち
さ
，
ね
ん

当
寺
開
創
の
発
願
者
倉
然
は
京
都
の

人
、
藤
原
氏
で
、
幼
時
に
東
大
寺
へ
入

り
三
論

・
密
教
を
修
め
た
。
永
観
元
年

（九
八
三
）
弟
子
盛
算
ら
六
人
を
従
え

て
、
宋
の
商
船
に
便
乗
し
て
入
宋
し
、

翌
年
宋
の維伐
暴尽ゲ
¨
砒
輩
）
に

入
り
、
北
味
耕
二
代
皇
帝
太
宗
に
謁
し

紫
衣
及
び
法
済
大
師
の
号
を
与
え
ら
れ

た
。

つ
い
で
五
台
山

（山
西
省
）
に
詣

で
た
。
五
台
山
は
古
く
か
ら
文
殊
菩
薩

の
霊
場
と
し
信
仰
を
あ

つ
め
、
金
閣
寺

・
仏
光
寺
な
ど
多
く
の
寺
院
が
建
て
ら

れ
て
お
り
、
中
で
も
清
涼
寺
は
五
台
山

の
奥
の
院
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
裔

然
が
こ
の
清
涼
寺
に
詣
で
深
い
感
銘
を

ぅ
け
た
で
あ
％
「

こ
と
は
、
彼
が
帰
朝

後
洛
西
の
愛
宕
山
を
五
台
山
に
模
し
、

五
台
山
清
涼
寺
の
建
立
を
発
願
し
た
こ

と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

∴

標齢
鯰
竪
鰍
肛
魏
紗

刻
し
た
も
の

くで
お
らの
移
％
ン
ド
の
宰
相

を
し
て
い
た
鳩
摩
羅
炎
が
出
家
し
て
西

域
の
亀
姦
に
将
来
し
、
さ
ら
に
そ
の
子

鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
四
〇

一
年

（醐
躾

三
年
）
長
安
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ

る
。
羅
什
は
有
名
な
訳
経
僧
で
多
く
の

イ
ン
ド
渡
来
の
経
典
を
漢
訳
し
た
が
、

な
か
で
も
現
在
読
誦
さ
れ
て
い
る
阿
弥

陀
経
の
漢
訳
は
名
訳
と
さ
れ
て
い
る
。

奇
然
は
皇
帝
太
宗
に
願
っ
て
、
仏
工

張
延
鮫

・
張
延
襲
兄
弟
に
命
じ
て
、
雅

除
二
年

（
日
本
鳩
珈
翫
年
）
梅
檀
の
木

で
模
刻
せ
し
め
、
水ヽ
延
元
年

（九
八
七
）

日
本
に
請
来
し
た
の
で
あ
る
。
帰
国
後

彼
は
五
台
山
巡
拝
の
感
激
か
ら
、
朝
廷

に
願
っ
て
嵯
峨
の
愛
宕
山
を
五
台
山
に

な
ぞ
ら
え
、
も

っ
と
も
感
動
を
覚
え
た

清
涼
寺
と
同
じ
名
の
寺
を
建
立
し
て
、

こ
の
釈
迦
像
を
奉
安
し
よ
う
と
し
た
が

果
た
さ
ず
、
入
宋
に
同
道
し
た
弟
子
盛

算
に
よ

っ
て
五
台
山
清
涼
寺
が
建
立
さ

れ
た
。

昔
か
ら
こ
の
釈
迦
像
は

「
生
身
の
釈

迦
」
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
戦

後
そ
の
胎
内
か
ら
絹
布
製
の
五
臓
六
腑

・
倉
然
入
宋
求
法
巡
礼
行
並
瑞
像
造
立

記

・
法
華
経

・
版
画
文
殊
菩
薩
像

。
中

国
銅
銭

一
三
二
枚
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
。

当
時
こ
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
仏

教
史

・
美
術
史

・
医
学
史
な
ど
の
学
界

に
大
き
な
衝
げ
き
を
与
え
た
こ
と
は
な

お
記
憶
に
新
し
い
所
で
あ
る
。
ま
た
、

絹
製
の
五
臓
六
腑
が
内
蔵
さ
れ
て
い
た

こ
と
で

「生
身
の
釈
迦
」
と
い
わ
れ
て

き
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
く

寺
僧
の
方
の
好
意
に
よ
っ
て
、
内
陣

に
入
り
、
尊
像
を
間
近
に
拝
む
こ
と
が

で
き
た
。
像
は
等
身
大
で
釈
尊
三
七
才

脚鉗帥畔瞭』厖禦いい聯雌げ村隷

」
ぼ
ぎ
曲
げ
て
肩
の
あ
た
り
一
五
指
を

そ
ろ
え
て
外
に
向
け
た
が
炒
計
孵
４
左

響峨町徴療御）姫癖農剛嗽洵知はヽ

鼻
す
じ
が
よ
く
と
お
り
、
左
右
均
整
の

衣
紋
の
流
れ
な
ど
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
様
式

（ギ
リ
シ
ァ
文
化
と
イ
ン
ド
文
化
の
融

合
し
た
い
わ
ゆ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
）

で
あ
る
。
全
体
に
力
強
く
か
つ
荘
重
で

あ
る
。
こ
の
像
が
彫
ら
れ
た
九
八
五
年

か
ら
、
ち
ょ
う
ど

一
千
年
の
歳
月
を
秘

め
て
、
こ
の
尊
像
は
何
を
私
達
に
語
り

か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
再
び
合
掌

礼
拝
し
て
堂
を
出
た
。
つ
づ
い
て
霊
宝

殿
内
の
幾
多
の
国
宝

・
寺
宝
を
拝
観
ｔ

て
次
の
見
学
地
落
柿
舎
に
む
か

っ
た
。

な
お
、
当
寺
境
内
に
は
文
明

一
六
年

（
一
四
八
四
）
の
銘
の
あ
る
鐘
、
多
宝

塔
（元
漱
一
鉄
葺
）
、
阿
弥
陀
堂
（蒙

卦
０
一ぁ疋
紋
玖
）
・仁
王
門
（安
豚猷
）

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
拝
観
す
る

′

―
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次
の
機
会
を
ま
ち
た
い
も
の
で
あ
る
。

見
え
な
く
な

っ
た

「
石
盤

か

ち

」

村

井

正

蔵

が

っ
た
所
を
細
く
し
て
ク
モ
縄
と
い
う

ひ
も

紐
を
数
本

つ
け
た
も
の
で
し
た
。
こ
の

ク
モ
縄
は
打
木
を
立
て
作
業
を
す
る
時

に
垂
直
を
保
ち
、
ど
ち
ら
に
も
倒
れ
な

い
た
め
と
、
胴
打
ち
に
力
を
加
え
る
二

重
の
役
目
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
丸
太
の
根
元
に
は
太
い
縄
が
二
〇
本

余
も

つ
け
ら
れ
て
八
方
か
ら
こ
の
縄
に

つ
か
ま
り
、
こ
れ
を
同
時
に
引
き
揚
げ

て
、
丸
太
の
木
口
で
石
盤
石
を
二
、
三

〇
回
も
突
き
沈
め
石
を
安
定
さ
せ
た
も

の
で
す
。

家
の
中
心
で
あ
る
亭
主
柱
の
所
に
は

や
ぐ
ら
を
組
み
立
て
ら
れ
た
所
も
あ
り

）

作
業
の
初
め
も
こ
こ
か
ら
始
め
ら
れ
た

あ
い
と

も
の
で
す
。
親
せ
き

・
知
人

・
相
人
な

ど
大
勢
の
人
達
が
集
ま
り
、
お
神
酒
を

上
げ
、
家
の
建

つ
こ
と
の
喜
び
と
、
い

つ
ま
で
も
安
泰
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
祈

念
し
な
が
ら
、
木
遣
り
歌
の
調
子
に
そ

ろ
え
て
ド
ン
ド
ン
と
進
め
ら
れ
た
も
の

で
す
。

作
業
中
に
打
木
を
倒
し
た
り
す
る
事

が
あ
る
と
危
険
で
あ
り
、
ま
た
縁
起
で

も
な
い
こ
と
か
ら
、
作
業
が
完
全
に
終

わ
る
ま
で
打
木
は
倒
さ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
大

勢
の
人
達
の
労
苦
と
協
力
、
そ
し
て
祈

念
に
よ
っ
て
百
年
の
礎
石
が
ぼ
‘
られ

家
が
建
て
ら
れ
た
の
で
す
。

当
時
歌
わ
れ
て
い
た
木
遣
り
歌
を
一、

二
紹
介
し
ま
す
と
、

あ
い
と

ヽ

ハ
ァ
ー
同
行
衆
よ
ご
相
人
よ
―

毎
度
の
頼
み
で
気
の
毒
じ
ゃ
―

ハ
ァ
ー
気
の
毒
な
れ
ど
手
を
締
め
て

一
度
に
ド
ン
ド
ン
と
頼
む
ぞ
え
―

ヽ

ハ
ァ
ー
弁
慶
が
弁
慶
が

色
が
黒
く
て
弁
慶
な
ら

ハ
ァ
ー
鍋
や
茶
釜
も
み
な
弁
慶
―

ヽ
ハ
ァ
ー
西
行
が
西
行
が

あ
づ
ま

初
め
て
東
国
に
く
だ
る
と
き

熱
田
の
宮
で
腰
を
か
け

ハ
ァ
ー
こ
れ
ほ
ど
涼
し
い
宮
様
を

私
達
が
毎
日
生
活
し
て
い
る
住
宅
を

建
て
る
と
き
、最
初
の
大
事
な
作
業
は
、

し

っ
か
り
し
た
土
台

（基
礎
）
工
事
が

必
要
な
こ
と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
基
礎

の
作
業
も
昔
と
今
日
で
は
時
代
の
流
れ

と
共
に
そ
の
工
法
が
変
わ

っ
て
き
ま
し

た
。も

う
二
、
三
〇
年
間
も
見
た
こ
と
の

い
し
ば
ん

な
い
家
の
基
礎
作
り

「
石
盤
か
ち
」

（

台
石
の
瞭
え
付
け
）
に
つ
い
て
書
い
て

見
ま
し
た
。
石
盤
石
を
選
ぶ
に
は
、
天

場
が
平
面
で
安
定
度
の
良
い
石
で
、
か

な
り
大
き
さ
も
あ
り
、
大
人
四
人
で
や

っ
と
担
う
事
の
出
球
温
レ
喰
ら
ぃ
の
も
の

や

が
使
わ
れ
、
家
の
役
柱
の
根
元
を
支
え

る
台
石
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
し
た
。

こ
の
石
の
数
は
建
て
ら
れ
る
家
の
大
き

さ
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
三
〇
個
か

ら
五
〇
個
ぐ
ら
い
は
必
要
だ

っ
た
よ
う

で
す
。こ

の筆
啜
石
を
突
き
固
め
、
安
定
さ

せ
る
作
業
を
石
盤
か
ち
と
い
い
ま
し
た
。

先
ず
地
肝
ら
し
が
終
わ
り
、
大
工
さ
ん

の
地
割
り
が
出
来
る
と
、
役
柱
の
当
た

る
所
に
、
こ
の石
を
運
び
威
肘
ｙ
て
お

き
ま
す
。

大
工
さ
ん
は
こ
の
石
を
固
定
す
る
た

め
に
次
の
よ
う
な
準
備
を
さ
れ
ま
し
た
。

生
木
の
赤
松

（主
に
）
で
長
さ
四
米
余
、

直
径
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の

丸
太
を
八
角
に
諄
一り
ヽ
株
元
六
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
所
で
四
方
に
ボ

ー
ト
を
揉
み
、
ク
計
館
を
打
ち
込
ん
で
、

そ
れ
よ
り
下
は
山
藤
な
ど
で
タ
ガ
を
作

り
、
打
木

（松
丸
太
）
が
割
れ
た
り
、

も
せ
も
せ
に
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
ぎ

っ
し
り
藤
タ
ガ
で
覆

っ
た
の
で
す
。
ま

た
こ
の
丸
太
の
先
に
は

一
メ
ー
ト
ル
五

一̈”．
ノ̈レ上ら一̈嚇疇̈̈
』̈中

い
材
料
で
作

っ
た
も
の
）
数
十
枚
を
房

状
に
つ
け
．
丸
太
の
上
部
か
ら
少
し
下

誰
が
熱
田
と
名
を
つ
け
た
―

（大
工
さ
ん
よ
り
聞
い
た
話
）

歌
集

「
し
の
わ
き
」
よ
り

土

松

新

逸

遠
き
日
の
い
く
さ
語
り
も
夢
の
ご
と
こ

ぶ
し
明
る
き
し
の
わ
き
の
山

小
み
ち
の
曲
り
角
毎
に
在
し
ま
す
地
蔵

菩
薩
も
雑
草
の
中
な
り

冬
空
に
枝
を
は
り
た
る
樹
々
た
ち
に
遠

き
歴
史
を
き
か
ん
と
立
ち
ぬ

世
の
移
り
里
の
変
わ
り
を
見
下
ろ
し
て

老
杉
は
今
日
も
夕
陽
に
立
て
る
　
妙
見

遠
き
世
の
ひ
と
ら
が
建
て
し
五
輪
塔
夏

草
原
に
ひ
そ
と
並
べ
る
　
　
　
白
雲
山

遠
き
世
の
た
く
み
が
つ
く
り
し
鈴
鏡
の

ふ
れ
ば
現

つ
の
音
た
つ
る
な
り

城
跡
の
松
の
緑
に
吹
く
風
の
音
か
す
か

な
り
語
る
と
も
な
く
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東
林
寺
史
跡
の
清
掃
に
よ
せ
て

カロ

藤

昨
年
十

一
月
十
日
、
東
氏
ゆ
か
り
の

史
蹟
東
林
寺
跡
の
清
掃
を
行

っ
た
。

幸
い
こ
の
日
は
、
町
内

一
斉
清
掃
日
で

あ
っ
た
の
で
、
篠
脇
文
化
顕
彰
会
、
元

織
ぽ
区
十

一
名
の
手
で
、
境
内
地
と
思

わ
れ
る
約
十
ア
ー
ル
の
草
刈
り
と
、
土

橋

一
つ
を
架
け
る
事
が
で
き
た
。
そ
れ

に
五
輪
塔
の
一
部
と
思
わ
れ
る
石

一
個

を
発
見
し
た
。

東
林
寺
跡
は
、
牧
元
兼
部
落
の
東
端

に
あ
り
、
内
屋
敷
、
北
戸
の
字
名
が
残

っ
て
い
る
。

享
徳
二
年

（
一
四
五
三
）
東
氏
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
初
代
住
職

は
常
緑
の
妹
素
順
尼
、
二
代
目
も
常
緑

の
妹
ウホ
雲
尼
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

応
仁
二
年

（
一
四
六
八
）
美
濃
守
護

代
斉
藤
妙
椿
が
篠
脇
城
を
攻
略
の
際
兵

火
に
よ
り
焼
失
し
、
住
職
等
は
寺
宝
を

池
に
埋
め
難
を
の
が
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

焼
失
か
ら
二
百
九
十
余
年
後
の
宝
暦
九

年

（
一
七
五
九
）
に
懸
仏
等
が
発
掘
さ

れ
て
い
る
の
で
、
寺
の
再
建
は
な
か
っ

男

た
と
思
わ
れ
る
。

宝
暦
九
年
元
兼
部
落
の
住
人
彦
右
衛

門

（現
世
帯
主
日
置
幸
夫
さ
ん
）
が
不

思
議
な
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
、
桜
の
大

木
の
根
元
か
ら
発
掘
し
た
懸
仏
六
体
と

和
鏡
二
面
が
、
下
栗
巣
の
応
徳
寺

（住

職
武
田
信
康
さ
ん
）
に
出
土
記
録
と
共

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
八
年
二
月
二
十
五
日
岐
阜

県
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

境
内
に
あ

っ
た
五
輪
塔
三
基
は
、
昭

和
十
年
村
人
達
に
よ
っ
て
、
流
水
保
育

園
の
東
側
に
あ
る
無
縁
仏
境
内
に
安
置

し
、
供
養
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
五

十
二
年
ほ
場
整
備
の
お
り
、
梵
字
の
き

ざ
ま
れ
た
宝
筐
印
塔
の

一
部
と
思
わ
れ

る
石
が
発
見
さ
れ
、
現
在
大
和
町
役
場

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

寺
跡
付
近
見
取
図
の
如
く
、
御
堂
は

一
段
と
高
い
台
地

（東
西
約
六
メ
ー
ト

ル
、
南
北
■
メ
ー
ト
ル
）
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
、
十
数
本
の
椿
の
木
に
か
こ
ま

れ
て
お
り
、
な
か
に
は

一
か
か
え
も
あ

ヽ
る
大
木
も
あ
る
。
そ
の
右
側
下
段
に
五

日
月
ぐ
ら
い
の
月
型
を
し
た
池
跡
が
あ

る
。　
一
面

「
シ
ョ
ウ
ブ
」
が
密
生
し
て

お
り
、
そ
の
間
を
ぬ
っ
て
清
水
が
流
れ

て
い
る
。
昔
か
ら
池
と
よ
ば
れ
て
い
る

所
で
、
東
林
寺
の
池
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

そ
の
昔
尼
僧
達
が
手
向
の
水
を
く
み

時
に
は
山
端
か
ら
出
る
月
影
を
こ
の
池

に
う
つ
し
風
流
を
た
し
な
ま
れ
た
事
で

あ
ろ
う
。

昔
か
ら
こ
の
池
に
東
林
寺
の
寺
宝
が

埋
め
ら
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
寺
宝
と
は
、
宝
暦
九
年
に
発

掘
さ
れ
た
懸
仏
等
の
こ
と
で
な
か
ろ
う

か
。
池
に
は
ま
だ
ほ
か
に
宝
筐
印
塔
等

が
埋
没
し
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

今
年
は
、
池
を
重
点
に
清
掃
を
行
い
た

い
と
思
う
。

御
堂
の
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
台
地
の

下
段
左
側
の
平
地

一
帯
は
墓
地
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
あ
か
し
に
は

こ
の
付
近
に
五
輪
塔
が
三
基
あ
っ
た
。

ま
た
死
人
が
埋
葬
し
て
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
埋
葬
し
た
と
思
わ
れ
る
長

さ
三
メ
ー
ト
ル
、
巾
ニ
メ
ー
ト
ル
程
の

土
盛
り
が
三
か
所
あ
る
が
そ
れ
で
な
か

ろ
う
か
。

一
度
発
掘
し
て
は
と
、
地
元
の
声
も

あ
る
が
識
者
の
ご

一
見
を
こ
う
。

寺
跡
の
前
方
に
三
十
ア
ー
ル
程
の
平

地
が
あ
る
。
ほ
場
整
備
を
行

っ
た
際
土

質
の
違

っ
た
穴
跡
が
所
々
に
あ
っ
た
と

地
元
の
人
の
話
で
あ
り
、
住
居
は
こ
の

付
近
に
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
な
り
広
い
庭
園
を
か
ま
え
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

昭
和
五
十
三
年
元
兼
地
区
の
ほ
場
整

備
の
お
り
、
池
等
も
地
域
に
編
入
で
き

た
の
で
あ
る
が
、
地
域
の
人
々
が
文
化

財
に
対
す
る
御
理
解
に
よ
り
、
貴
重
な

史
跡
が
残
さ
れ
た
事
は
誠
に
幸
い
で
あ

る
。
今
後
出
来
る
事
な
ら
五
輪
塔
等
も

と
の
地
に
復
帰
し
、
史
跡
の
保
存
に
つ

と
め
た
い
。

―
_

日
置
幸

夫
宅

一
一
一

東林寺跡付近見取図

Q911
住
居
跡

，

□路

＼



´

（注
）
字
古
道
地
内
の
地
名

郡上街道の

宗
祗
ざ
く
ら
と
こ
け
ん
み
ち

木

島

（注
）

に
榔
囃
げ
ヽ
岬
酬

し へ
機
別
れ
［
倹
湊
秦

れ
た
人
の
話
を
き
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
人
が
、
酒
に
酔

っ
て
、
馬
坂

の
峠
を
越
え
よ
う
と
夜
お
そ
く
歩
い
て

く
る
と
、
道
ば
た
で
若
い
女
が
苦
し
ん

で
い
ま
す
。
は
て
、
き
の
ど
く
に
と
そ

ば

へ
行
く
と
、
女
は
、

「く
る
し
い
、
お
腹
が
い
た
い
、
せ
な

か
を
さ
す

っ
て
く
だ
さ
い
。
」

と
た
の
み
ま
す
。
美
し
い
女
に
弱
い
の

は
男
の
常
、
さ

っ
そ
く
背
中
を
さ
す

っ

た
り
、
腹
を
な
で
た
り
、
ぃ
っ
し
ょ
う

け
ん
め
い
介
抱
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
に
、
夜
が
白
み
そ
め
て
、

人
が
通
り
か
か
り
ま
す
。

「
お
い
、
な
に
し
て
ご
ざ
る
ん
じ
ゃ
ピ

気
が

つ
い
て
み
る
と
、
道
ば
た
に
転

が

っ
て
い
る
丸
太
ん
棒
を

一
心
に
な
で

さ
す

っ
て
い
た
と
い
う
次
第
。

今
の
馬
坂
は
自
動
車
が
通
れ
る
し
、

こ
の
ご
ろ
は
キ
ツ
ネ
に
も
あ
ま
り
化
か

さ
れ
な
く
な

っ
た
か
ら
、
馬
坂
の
キ
ッ

泉

ネ
も
人
を
か
ら
か
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。そ

の
馬
坂
峠
の
入
口
に
近
く
、
や
は

り
神
路

へ
ぬ
け
ら
れ
る
旧
道
が
今
も
少

し
残

っ
て
い
て
、
俗
に

「
こ
け
ん
み
ち
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
今
は
廃
道
同
様

に
な

っ
て
顧
み
る
人
も
な
い
よ
う
で
す

が
、
昔
の
道
の
そ
こ
こ
こ
に
石
垣
の
崩

れ
や
休
憩
用
の
石
な
ど
が
置
か
れ
て
い

ま
す
。

総
輝
ｒ
に
近
く
、
古
道
川
を
少
し
さ

か
の
ぼ
る
と
宗
祇
ざ
く
ら
と
よ
ば
れ
る

老
木
が

一
本
川
岸
に
あ
り
ま
す
。
こ
け

ん
と
い
う
こ
の
道
は
た
ぶ
ん
東
常
緑
と

飯
尾
宗
祇
の
古
今
伝
授
に
か
ら
ま
る

「

こ
き
ん
み
ち
」
が
訛

っ
た
も
の
で
は
な

い
で
し

よ
う
か
。

こ
け
ん
み
ち
の
峠
の
ま
ん
中
は
、
す

こ
し
く
ば
み
、
両
が
わ
が
け
ず
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
は
、
こ
け
く
ら
峠
と
い
っ

て
、
昔
は
ト
ン
ネ
ル

（と
い
っ
て
も
小

さ
い
も
の
）
だ

っ
た
と
、
井
上
利
道
さ

ん
が
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

今
か
ら
約
五
〇
〇
年
前
、
古
今
伝
授

を
終
え
た
宗
祇
を
送

っ
て
、
常
縁
は
こ

の
山
道
を
越
え
、
小
駄
良
川
の
ほ
之
り

ま
で
歩
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
こ
ろ
は
、
今
の
よ
う
に
整
然
と

し
た
杉
林
で
は
な
く
、
丈
の
低
い
雑
木

に
包
ま
れ
た
山
道
だ

っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
道
の
辺
り
に
は
、
今
も
清
ら
か
な

山
水
が
流
れ
出
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら

は
遠
く
西
根
や
内
ケ
谷
の
山
々
も
見
渡

せ
ま
す
。
常
縁
が
、

炭
が
ま
の
け
ぶ
り
は
そ
ら
に
立
ち
の

ぼ
り
風
な
き
山
に
雪
の
積
も
れ
る

と
詠
ん
だ
の
も
、
た
ぶ
ん
こ
の
あ
た
り

か
ら
み
た
西
の
山
々
の
炭
焼
の
煙
だ

っ

た
の
で
し
ょ
う
。

宗
祇
ざ
く
ら
と
よ
ば
れ
る
桜
の
老
木

も
、
今
は
ほ
と
ん
ど
枯
れ
か
け
て
い
て

成
す
す
べ
も
知
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
の
桜
が
宗
祇
ざ
く
ら
と
呼
ば
れ
る
こ

と
は
、
実
は
た
い
そ
う
深
い
意
味
を
も

っ
て
お
り
、
大
切
に
の
こ
し
て
行
き
た

い
木
な
の
で
す
。

（大
和
公
報

一
二
月

号
参
照
）

ま
た
大
間
見
に
は
宗
祇
清
水
が
あ
り

宗
祇
が
う
た
を
詠
ん
で
、
水
を
湧
き
出

さ
せ
た
と
い
う
　
い
い
伝
え
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
東
氏
が
遺
し
た
数
々
の
歴

史
の
中
で
、
古
今
伝
授
に
ま
つ
わ
る
こ

れ
ら
を
ぜ
ひ
後
世
に
伝
え
た
い
も
の
で
す
。

郡
上
の
文
学
碑
の
中
に
、
儒
学
者
頼

山
陽
が
、
美
濃
の
門
人
の
家
に
滞
在
中

郡
上
八
幡
に
遊
ん
だ
折
、
遠
く
加
賀
の

白
山
を
望
み
、
眼
下
長
良
川
の
清
流
に

感
動
し
て
詩
を
作
し
た

と
い
わ
れ
る

そ
の
石
碑
は
、
箱
坂
地
内
国
道
添
い
に

あ
る
。
足
を
止
め
て
見
た
こ
と
は
な
い

が
、
碑
の
事
を
知
っ
て
か
ら
、

「遠
く

白
山
を
望
み
」
と
言
う
処
に
疑
間
符
が

あ
っ
て
、
心
の
隅
に
残
っ
て
い
た
。

金
網
越
し
の
碑
を

一
度
確
か
め
た
い

と
思
い
な
が
ら
、
そ
の
折
り
の
な
い
ま

ま
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

毎
年
、
六
月
の
文
化
財
見
学
は
、
雨

で
大
変
で
し
た
が
、
こ
の
度
は
好
天
に

恵
ま
れ
、
総
勢
四
十
名
、
満
員
バ
ス
の

八
幡
町
巡
り
は
い
い

一
日
で
し
た
。

那
比
新
宮
へ
の
途
中
、
法
伝
の
滝
を

見
学
す
る
。
相
生
法
伝
橋
を
右
に
見
て

通
り
す
ぎ
た
す
ぐ
左
上
の
山
、
国
道
か

ら
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
登

っ
た
所
に
、

ひ
っ
そ
り
と
落
ち
る
滝
が
、

「法
伝
の

滝
」
と
い
う
。
名
前
は
聞
い
て
い
ま
し

た
が
見
学
は
始
め
て
で
、
い
い
機
会
に

恵
ま
れ
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
。

登
り
つ
め
た
滝
の
傍
ら
に
細
い
道
が

少
し
曲

っ
て
行
き
上
り
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
道
が
、
郡
上
街
道
の
名
残
り
と
聞

い
て
感
動
。
そ
の
音
の
信
仰
の
道
で
あ

り
、
上
保
、
越
前
、
又
白
川
街
道
と
、

白
山
に
登
る
信
者
に
依

っ
て
踏
み
固
め

ら
れ
た
道
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

一
時
を

憩
い
、
滝
の
水
で
喉
を
潤
し
、
又
滝
に

打
た
れ
て
修
業
し
た
信
者
も
あ

っ
た
だ

ろ
う
。
今
水
は
少
い
が
静
か
な
い
い
滝

で
あ
る
。

戦
国
時
代
に
は
、
自
山
参
拝
者
も
多

く
、
こ
の
山
深
い
郡
上
街
道
に
も
関
所

が
設
け
ら
れ
、
関
銭
を
取
る
程
通
行
人

が
多
か
っ
た
こ
と
も
聞
く
。
郡
上
は
白

山
信
仰
の
本
場
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

今
ひ
っ
そ
り
と
落
ち
る
滝
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
僅
か
残

っ

て
い
る
そ
の
道
を
歩
い
て
み
る
。

眼
下
木
の
枝
越
し
に
清
流
を
見
る
こ

と
が
出
来
、
こ
こ
か
ら
は
遥
か
遠
い
山

な
み
を
望
む
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ

名残 り

′Jヽ 池 久 江
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の
郡
上
街
道
が
箱
坂
峠
に
と
続
い
て
い

た
の
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
と
、
心
の
隅

に
残
っ
て
い
た
疑
問
符
、
頼
山
陽
の
詩

の
意
が
納
得
出
来
る
。

滝
の
脇
岩
に
か
ら
ま
る
様
に
、
小
さ

な

一
、
二
輪
の
白
い
花
を
見
る
。

「
て

い
か
か
ず
ら
」
と
教
え
て
も
ら
う
。

捩
れ
た
花
片
に
香
が
優
し
か
っ
た
。
古

人
は

「
ま
さ
き
の
か
ず
ら
」
　

と
呼
ん

だ
そ
う
で
、
若
い
葉
は
少
し
大
き
く
て

ま
さ
き
に
よ
く
似
て
い
る
と
か
、

「
て
い
か
か
ず
ら
」
　

い
い
名
前
だ

な
あ
―
何
時
の
頃
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る

様
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
て
い
か

」
　

「定
家
」
歌
、
書
、
織
物
と
そ
れ

ぞ
れ
人
は
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
親

し
み
の
あ
る
名
前
で
あ
る
。

静
か
な
滝
の
音
を
あ
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
想
い
を
語
り
、
下
り
道
に
足
元
を

庇
い
な
が
ら
次
の
見
学
場
所
に
■■
り
つ
。

清
滝
に
て
い
か
か
ず
ら
の
名
を
聞
き
て

わ
ず
か
に
残
る
郡
上
道
踏
む

五
月

一
五
日
　
役
員
会

昭
和
六
〇
年
度
総
会
並
に
記
念
講
演

会
開
催
に
つ
い
て
。
文
化
財
見
学
に

つ
い
て
、
そ
の
他

五
月
二
六
日
　
総
会
於
町
民
セ
ン
タ
ー

昭
和
五
九
年
度
事
業
報
告
　
収
支
決

算
の
承
認
　
昭
和
六
〇
年
度
事
業
計

画
　
収
支
予
算
の
承
認

ｏ
記
念
講
演
　
東
氏
出
身
の
五
山
禅
僧

に
つ
い
て
　
虎
漢
山
永
保
寺
住
職

中
村
文
峰
師

六
月
七
日
　
文
化
財
見
学
　
八
幡
方
面

法
伝
の
滝

・
那
比
新
宮

・
慈
恩
寺

・

小
野
八
幡
神
社

（参
加
者
四

一
名
）

九
月

一
四
日
　
役
員
会

秋
の
文
化
財
見
学
に
つ
い
て
　
郷
土

芸
能
の
保
護
に
つ
い
て
日
神
路
白
山

神
社
神
楽
　
応
徳
寺
雅
楽

一
一
月
三
日
～
四
日
　
町
民
祭
に
参
加

一
一
月

一
二
日
～

一
三
日
　
一只
都
文
化

財
見
学
　
建
仁
寺
　
南
禅
寺
　
一
一条

城
　
一
一尊
院
　
厭
離
庵
　
清
涼
寺

落
柿
舎
　
天
龍
寺

（参
加
者
二
三
名
）

二
月

一
二
日
　
役
員
会

昭
和
六

一
年
度
総
会
開
催
に
つ
い
て

）

「
文
化
財
や
ま
と
」
第

一
一
号
の
原

稿
募
集
に
つ
い
て
　
文
化
財
見
学
に

つ
い
て

二
月
二

一
日
　

「
文
化
財
や
ま
と
」
第

一
一
号
発
行

日
　
置
　
智
恵
子

娑
々
迦
と
か
瀬
音
か
わ
ら
ぬ
岸
に
生
う

宗
祇
桜
の
枯
ま
さ
り
い
る

浅
春
の
光
ふ
ゝ
み
て
窓
際
の
ボ
ケ
の
雪

の
い
ま
は
ぜ
ん
と
す

矢
野
原
　
幸
　
子

し
の
わ
き
の
城
跡
『
断
の
は
ざ
ま
よ
り

節
分
草
が
ふ
る
ふ
る
と
咲
く

何
な
ら
む
漱
緯
か
も
の
芽ゝ
の
い
く
つ

か
へ
陽
が
さ
ん
さ
ん
と
ふ
る

桑
　
田
　
静
　
子

人
だ
ち
も
ひ
け
て
ふ
け
ゆ
く
夜
の
し
じ

ま
洗
ひ
上
げ
た
る
皿
に
ぶ
く
て
る

雪
割
り
て
掘
り
来
し
ね
ぎ
の
水
々
し

刻
む
手
も
と
に
し
る
き
香
の
た

つ

田

中

　

　

裕

孫
去
り
て
急
に
さ
び
し
く
こ
た
つ
酒

せ
り
の
芽
の
ま
た
小
さ
き
を
濯
ぎ
け
り

ほ
ろ
ほ
ろ
と
香
り
楽
し
む
ふ
き
の
と
う

て
ん
刻
を
終
わ
り
て
気
づ
く
春
時
雨

忌
日
は
や
二
月
と
な
り
て
阿
弥
陀
経

阿
弥
陀
経
つ
ま
ず
き
称
う
春
時
雨

仕
事
終
え
ま
ず
妻
の
位
は
い
春
の
花

有

代

信

吾

嵯
峨
野
散
策

柿
熟
れ
し
嵯
峨
野
の
辻
の
茶
屋
古
り
ぬ

花
み
づ
木
実
の
こ
ば
れ
い
て
嵯
峨
野
道

秋
蝶
の
も
つ
れ
て
温
し
厭
離
庵

竹
林
を
う
ち
て
遠
の
く
京
し
ぐ
れ

空
分
か
っ
銀
杏
難
朝
の
建
仁
寺

日
　
置

　

　

繁

老
鶯
や

一
と
葉
紅
づ
く
な
な
か
ま
ど

夜
網
舟
叩
く
川
原
に
炭
火
た
つ

仄
暗
き
と
も
し
火
点
す
花
名
荷

樹
下
暗
く
野
帳
ぬ
ら
す
や
山
時
雨

待
つ
と
な
く
歩
度
ゆ
る
め
け
り
雪
女
郎

海
苔
網
が
海
す
き
上
げ
る
鳥
羽
の
浦

雪
原
に
窪
み
生
れ
つ
ヽ
雨
と
な
る

）
」

横
　
枕

千
代
子

四
国
路
の
同
行
二
人
萩
こ
ぼ
る

春
先
の
影
踏
み
合
い
て
子
等
笑
う

ク
ロ
ッ
カ
ス
は
や
ば
や
と
庭
彩
り
ぬ

う
た
た
ね
を
楽
し
む
留
守
の
春
姫
撻

せ
せ
ら
ぎ
の
春
を
寒
し
と
つ
ぶ
や
き
ぬ

井
　
俣
　
初
　
枝

雛
飾
り
逝
き
じ
子
の
こ
と
ふ
と
思
ひ

今
年
ま
た
亡
き
子
に
買
ひ
し
雛
飾
る

月
遅
れ
な
る
山
里
の
雛
飾
る

ど
の
顔
も
同
じ
笑
な
る
土
雛

土
雛
母
に
貰
ひ
て
嫁
ぎ
来
し

桑
　
田
　
和
　
子

「
朴
の
花
」

土
蔵
を
出
で
し
明
る
さ
梅
匂
ふ

橙
の
ぼ
る

一
歩

一
歩
に
春
の
風

参
道
の
苔
に
し
み
ゆ
く
虎
が
雨

夏
霧
に
高
原
の
空
な
か
り
け
り

ふ
る
里
に
来
し
こ
と
朴
の
花
の
香
に

―
次
号
原
稿
募
集
―

一
、
見
学
記
　
八
〇
〇
～

一
五
〇
〇
字

二
、
短
歌
　
　
　
　
　
　
　
一二
～
五
首

俳
句
　
　
　
　
　
　
　
一二
～
五
首

三
、
文
化
財
に
関
す
る
随
筆

八
〇
〇
～

一
五
〇
〇
字

原
稿
〆
切
　
昭
和
六
二
年
二
月
末

昭
和
六
〇
年
度

事

業

報

告
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昭
和
六
〇
年
度

会

員

名

簿（順
序
不
同
）

（氏
　
名
）

（役
名
）

（電
話
番
号
）

《
剣
》

｝三
二
五
四

二
二
三
〇

三
〇
六
〇

二
二
三
〇

三
〇
八
六

（理
事
）
　

一
一七
二
六

二
九
三
八

二
三
〇
九

一二
一
一
二ハ

二
七
七
〇

二
七
九
六

三
〇
九
〇

二
七
二
五

二
七
〇
二

三
〇
五
二

（理
事
）
　

　

四
〇
八
五

三
五
〇
八

二
九
九

一

四
〇
九
二

二
五
〇
四

四
Э
九
〇

四
〇
二
〇

四
〇
〇

一

三
九
二
七

三
〇
三
七

（
理
事
）
　

　

一二
九
六
五

二
五
四
七

（副
会
長
）
　

一
一四
四

一

二
四
四

一

二
四

一
三

二
七
五
八

二
五
三
二

二
五
〇
三

二
四
六
〇

二
四

一
九

（
理
事
）
　

二
五
二

一

二
四
四
六

二
四

一
〓
一

二
四
五
八

一
一四
エハ
一

二
〇
二
三

二
五
九

一

（理
事
）

　

四

一
八
二

（舗
任
理

諄
）

一
一七
三

一

二
〇
〇
五

（理
事
）

　

一
一０
六
七

一
一
一
八
九

三
五
九
二

二
〇
七
七

二
二
八
九

一
三
二
八
二

一
一
一
一
一
一

二
六
九
五

三
五
九
〇

一　
一二ハ
　
一　
二ハ

前
田
　
　
孝

岩
谷
ま
す
の

《
神
路
》

森
　
　
忠
敬

（理
事
）

自
田
　
尊
徳

和
田
　
月
男

山
田
　
真
人

羽
生
　
　
清

《
鳥然
》

粟
飯
原
高
照

土
松
　
康
二

日
置
　
貞

一

滝
日
　
準

一

（
理
事
）

土
松
　
貞
二

日
置
　
　
昇

遠
藤
　
光
平

滝
日
　
　
治

松
森
　
益
吉

加
藤

　
一
男

（
理
事
）

日
置

　
一
朗

遠
藤
　
周

一

口
□
　
勇
治

日
置
　
一九
衛

清
水
　
　
定

粥
川
　
　
溜

本
田
　
欣

一

金
子

　

徹

斉
藤
　
大
門

遠
藤
　
米
吉

《
栗
巣

》

寛
　
政
之
助

島
崎
　
増
造

（監
事
）

増
田
　
洋
子

中
山
周
左
衛
門

（理
事
）
　

一
一七
二
八

武
田
　
信
康
　
　
　
　
　
　
一
〓
一八
四

鷲
見
　
豊
夫
　
　
　
　
　
　
一
一七
八
八

《
古
道
》

松
井
　
弘
雄

（理
事
）
　
　
一
一七
九
五

細
川
　
　
優
　
　
　
　
　
　
一
一八
六

一

《
名
皿
部
》

尾
藤
　
　
由
　
　
　
　
　
　
一一一四
三
〇

有
代
　
士暑
平
　
　
　
　
　
　
一
〓
一〇

一

有
代
　
信
吾

（設
諄
）
　

　

一二
七
九

一

森
下
　
正
則
　
　
　
　
　
　
一二
四

一
三

下
広
　
茂

一　
　
　
　
　
　
一二
八
九
五

《
島
》

森
藤
　
　
幸

（副
会
長
）
　

一
一七
〇
六

森
藤
　
雅
毅
　
　
　
　
　
　
一
三
ハ
八
四

奥
田
　
保
次
　
　
　
　
　
　
一
〓
〓
壬

一

奥
田
　
　
守
　
　
　
　
　
　
一
〓
二
九
〇

此
島
　
　
広

（顧
問
）
　
　
一
一四
八
〇

須
甲
　
甚

一　
　
　
　
　
　
一
二
全
ハ
一

山
田
　
長
次

（理
事
）
　
　
一二
ハ
四
八

山
田
　
昌
枝
　
　
　
　
　
　
一三
ハ
四
八

森
　
　
数
雄
　
　
　
　
　
　
一
一五
五
四

山
田
　
　
良
　
　
　
　
　
　
一
一七
九

一

山
田
　
良

一　
　
　
　
　
　
一
一七
二
八

松
井
　
一昼

一　
　
　
　
　
　
一二
五
八
二

直
井
　
篤
美
　
　
　
　
　
　
一
工
全

〓
一

《
落
部
》

若
山
　
　
清
　
　
　
　
　
　
一
一八

一
七

《
白
鳥
町
》

玉
井
　
秀
夫
　
　
　
　
一
一―
三
三
二

一

（以
上
　
一
四
三
名
）

山
下
運
平

（顧
問
）

国
枝
　
貞
雄

日
置
　
照
郎

高
橋
　
義

一
（常
任
理
事
）

高
橋
　
　
明

（理
事
）

加
藤
　
文
蔵

田
中
　
　
裕

（理
事
）

池
田
　
憲
三

畑
中
　
定
夫

小
池
　
久
江

（理
事
）

青
木
　
卦
二

畑
中
　
康
蔵

河
合
　
俊
次

（理
事
）

河
合
　
芳
江

河
合
　
　
恒

加
藤
　
正
恵

佐
藤
　
光

一

日
置
　
智
夫

河
合
　
芳
英

山
下
ふ
み
ゑ

《
大
間
見
》

野
田
　
直
治

（会
長
）

野
田
　
　
茂

（理
事
）

青
木
　
新
三

村
井
　
正
蔵

（監
事
）

池
田
　
恒
純

野
田
　
英
志

二
四
〇
六

三
二
九
二

二
〇
七
二

三
七
九
二

二
四
八
八

二
八
〇
二

二
二
〇
〇

三
二
八
二

二

一
六
八

二
五
七
六

二
二
九
二

三
五
〇
七

三
二
四
六

二
二
四
六

二
三
五
八

二

一
〇
七

三
二
〇

一

日
置
　
　
繁

大
野
　
隆
成

藤
代
　
順
行

大
野
　
紀
子

清
水
　
一
作

小
野
江
選
量

山
下
　
直
美

小
池
八
重
子

藤
沢
五
二
郎

日
置
　
幸
雄

池
田
　
充
彦

池
田
　
栄
枝

小
野
江
　
勉

小
野
江
利
久

日
置
智
恵
子

松
井
　
　
直

松
井
　
　
博

松
井
　
徳
龍

坪
井
　
政
夫

坪
井
　
庄
市

古
田
　
　
忠

井
口
　
一
男

佐
藤
　
秀
夫

《
小
間
見
》

平
沢
　
　
勤

島
崎
　
英
二

田
代
　
俊
雄

田
中

．吾

一

《
万
場
》

畑
中
　
浄
園

畑
中
　
真
澄

石
神
　
発
生

井
俣
　
初
枝

寛
　
　
明
代

稲
葉
　
春
吉

黒
岩
き
く
ゑ

桑
田
　
和
子

井
上
　
国
日
保

桑
田
　
渥
見

桑
田
　
信
夫

黒
岩
　
弘
巳

三
島
　
秋
男

《
一照
氷
》

木
島
　
観

一

木
島
　
洋
女

木
島
　
　
泉

土
松
　
新
逸

鷲
見
　
玲
子

田
中
ま
さ
を

鷲
見
　
お
と

直
井
す
ゞ
江

矢
野
原
幸
子

鷲
見
　
ゆ
き

畑
中
　
文
枝

遠
藤
　
賢
逸

渡
辺
　
明
夫

木
島
　
一二
郎

山
内
喜
久
子

《
河
辺
》

田
中
喜

一
郎

清
水
美
佐
子

清
水
　
貞
子

臼
田
と
も
子

清
水
　
幸
江

尾
藤
　
一九
子

横
枕
千
代
子

二

一
の

一

一一一一二
エハ
一
一

二
〇
八
三

三
七
三
〇

一二
四
六
三

一
一
一　
一
四

三
二
七

一

一
一一二
エハ
一
一

二
七
二
九

一　
一エハ
エハ
一　
一

二
七
〇
五

二
九
八
〇

一二
エハ
〓
一エハ

二
九
八

一

三
四
〇
六

二
九
二
三

二
八
七
〇

三
六
七
四

二
八
九
〇

二
九
五
〇

三
四

一
七

二
七

一
〇

三
三
八
七

三

一
六
〇

三
四
二
六

三
九
二
二

三
六
三
七

四

一
〓
〓

一
一一
一一一一二ハ

四
〇
四

一

一七
三
〇

一三
〇
四

三
二
二
七

一
一
八
五

一二
八
五

一四
三
エハ

一一一一一
一一二

一八
七
九

一二
八
五

（
理
事
）

（
理
事
）

三
四

一
〇

一〇
二

一

一〇
五
二

一二
五
〇

一〇

一
九

一
一
四
七

二
三
八
九
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昭
和
六

一
年
度

事

業

計

画

一
、
会
議

総
会
の
開
催
　
四
月
二
〇
日

役
員
会
の
開
催
　
四
　
六

・
九

。
一

・
三
の
各
月
及
び
臨
時
会

常
任
委
員
会
の
開
催
　
随
時

二
、
見
学
及
び
研
修
会

文
化
財
に
関
す
る
公
演
　
口
神
路
白

山
神
社
神
楽

文
化
財
見
学
　
上ハ
月
上
旬
美
濃
市
方

面
　
一
〇
月
下
旬
～

一
一
月
上
旬

京
都
方
面

（
一
泊
二
日
）

県
本
部
研
修
会
に
参
加

そ
の
他
臨
時
文
化
財
見
学
　
湿
地
植

物
の
移
植

三
、
会
報

「
文
化
財
や
ま
と
」
の
発
刊

Ｂ
５
版
８
～
１４
ぺ
‐
ジ
三
〇
〇
部

収入の部 昭和60年 度会計報告 収入の部 昭和61年度予算計画

「文
化
財
や
ま
と
」
第
十

一
号
　
昭
和
六

一
生

‐ ― v

文
化
財
の
愛
護
に

ご
参
加
下
さ
い

ｏ
文
化
財
は
、
祖
先
が
遺
し
て
く
れ
た

貴
重
な
公
共
財
産
で
す
。
わ
た
く
し

達
の
身
近
か
な
所
に
あ
る
数
多
の
文

化
財
を
、
み
ん
な
の
力
で
護

っ
て
ゆ

き

ま

し

ょ

う

。
　

　

・

ｏ
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
が
発
足
し

て
か
ら
十

一
年
目
を
迎
え
、
会
員
は

一
四
三
名
に
達
し
て
い
ま
す
。
な
お

多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
い

て
本
会
の
発
展
を
期
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

ｏ
本
会
会
員
は
、
岐
阜
県
文
化
財
保
護

協
会
会
員
で
も
あ
り
、
会
員
に
は
、

岐
阜
県
文
化
財
保
護
協
会
発
行
の

「
濃
飛
の
文
化
財
」

（年
二
回
）

「
文
化
財
美
濃
と
飛
騨
」

（特
集
）

を
お
届
け
し
ま
す
。

本
会
会
報

「
文
化
財
や
ま
と
」

を
お
届
け
し
ま
す
。
そ
の
他
、
県
本

部
主
催
の
見
学
会
、
講
演
会
、
研
究

会
に
参
加
で
き
、
文
化
財
見
学
に
参

加
で
き
ま
す
。
会
員
と
な
る
に
は
会

費
二
、
〇
〇
〇
円
を
添
え
て
事
務
局

（大
和
町
教
育
委
員
会
）

へ
お
中
し

込
み
く
だ
さ
い
。

≧

“

”

烈

侭

∬

渤

≪

％

編

集

後

記

◇
　
暑
い
寒
い
も
彼
岸
ま
で
と
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
長
か

っ
た
今
年
の

冬
も
よ
う
や
く
去

っ
て
、
春
の
日
ざ

し
に
さ
そ
わ
れ
る
よ
う
に
、
花
前
線

も
北
上
し
て
き
ま
し
た
。

◇
　
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
で
、
会
報

第

一
一
号
を
お
と
ど
け
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
大

へ
ん
興
味
深
い
原

稿
を
よ
せ
て
い
た
だ
い
て
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

◇
　
会
員
名
簿
も
掲
載
し
ま
し
た
が
、

大
和
町
に
は
文
化
財
に
関
心
の
あ
る

方
が
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
お
ら
れ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
方
を

一
人
で
も
多
く
会
に
加
わ

っ
て
も
ら

う
努
力
も
、
保
護
協
会
の
活
動
の

一

端
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

◇
　
工（
月
に
は

一
日
研
修

（美
濃
五
〇

秋
に
は

一
泊
研
修

（京
都
方
面
）
も

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
そ
ろ

っ
て
出
か
け
ら
れ
ま
す
よ
う
念
じ
て

い
ま
す
。

◇
　
暖
か
く
な
る
と
何
と
な
く
気
ぜ
わ

し
さ
を
感
じ
ま
す
。
皆
様
の
ご
健
勝

を
願

っ
て
後
記
に
か
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
　

　

　

　

（畑
中
記
）

二
月
二

一
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
　
代
表
者

7`‐ ―

野
田
直
治
　
印
刷
者
／
白
鳥
タ
イ
プ
印
刷

目項 予  算  額
1, 前年度繰越金
2,会   費
3,特 別 会 費
4,補 助  金

5, 諸  収  入
合   計

53,577円
284,000
720,000
43,000
3,000

1103577
支出の部

1,会

事

　

　

事

　

　

　

　

負

予

合

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

他

金

費

議

は

特

業

呻

鋼

赫

嚇

蒔

旅

¨
担

備

計

100,000
60,000
40,000

810,000
740,000
70,000
45,000
10,000
20,000
10,000
5,000

140,000
8,577

1,103,577

目項 決  算

1, 前年度繰越金

2,会   費

3,特 別 会 費
4,補
5, 諸 入

言十

金助

収

38,226円
286,000
675,000
43,000
4,246

l rlИ 6И 7,

支出の部

1, 会

2, 事

3,事

4, 負
5, 予

合
:弓 1残次年 度へ繰誠

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

他

金

費

議

に

時

業

¨

鋤

綱

嚇

蒔

旅

¨
担

備

計

38,680
23,300
15,380

773,005
733,005
40,000
41,210
8,650
6,910
8,700

16,950
140,000

0

992,895
53577

-8-


