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一丁

と

飾大和町文化財保護協

謡
今
か
ら
約

一
五
〇
年
前
、
天
保

一
〇

み
が
み

年
二
月
二
五
日
、
江
州
三
上
藩
主
遠
藤

但
馬
守

（元
郡
上
藩
主
子
孫
）
の
代
参

と
し
て
、
家
臣
吉
沢
長
蔵
の

一
行
が
久

留
主
妙
見
宮

（現
在
の
明
建
神
社
）
に

参
拝
し
た
。
妙
見
神
社
は
東
氏
お
よ
び

そ
の
後
継
者
で
あ
る
遠
藤
氏
が
氏
神
と

し
て
尊
信
し
た
神
社
で
あ
る
。
こ
の
日
、

吉
沢
は
但
馬
守
寄
進
と
し
て
雄
剣

一
振

り
と
駿
馬

一
匹

（た
だ
し
代
銀
四
三
匁
）

を
神
前
に
奉
納
し
た
。
そ
し
て
神
主
粟

飯
原
豊
後
方
で
休
息
し
、
宝
物

・
記
録

等
を

一
見
し
た
が
、
そ
の
中
で
植
生
新

助
所
蔵
の
謡
本

「
く
る
す
桜
」
と
い
う

の
に
注
目
し
、
主
君
但
馬
守
に
見
せ
た

い
か
ら
と
い
っ
て
借
用
し
て
帰

っ
た
。

「
く
る
す
桜
」
は
久
留
主
妙
見
宮
の

桜
と
い
う
意
味
で
、
現
在
は
八
幡
町
村

瀬
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に

「

時
に
宝
暦
九
卯
年
七
月

一
日
、
豊
島
助

之
丞
筆
跡
を
以
て
こ
れ
を
写
す
。
法
眼

清
雅
七
十
歳
」
と
あ
り
、
朱
印
が
押
し

て
あ
る
の
で
、
長
滝
寺
僧
清
雅
の
筆
写

「く
る
す
桜
」
と
大
和
町

の
み
山
か
な
」
と
い
う
連
歌
を
よ
ん
だ

旧
跡
も
こ
ん
な
宮
で
あ

っ
た
ろ
う
か
と

思

っ
て
い
る
と
、
花
守
り
の
老
翁
が
近

寄

っ
て
き
て
、
こ
れ
こ
そ
妙
見
大
菩
薩

で
あ
る
。
ま
た
向
こ
う
に
見
え
る
の
が

篠
脇
城
と
い
う
名
高
い
古
跡
で
あ
る
と

い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
由
来
や
神
徳
を
語

っ
て
聞
か
せ
、
い
ず
こ
と
も
な
く
姿
を

消
す
。

（後
場
）
そ
の
夜
、
旅
僧
が
花

の
下
で

仮
寝
し
て
い
る
と
、
花
の
下
ま
で
月
光

が
輝
い
て
月
宮
殿
も
こ
ん
な
で
あ
ろ
う

か
と
ば
か
り
で
あ
る
。
す
る
と
ふ
し
ぎ

や
、
更
け
ゆ
く
月
の
影

よ
り
も
さ
ら
に
優
美
な

武
将

の
姿
が
現
れ
て
き

た
。
疑
い
も
な
く
、
こ

れ
は
東
常
縁
で
あ
る
。

常
縁
は
彼
の
代
表
作

「

東
路
や
都
の
空
の
恋
し

さ
に
ふ
け
て
眺
む
る
夜

な
夜
な
の
月
」
を
□
ず

さ
み
な
が
ら
昔
の
思
い

出
を
語

っ
た
が
、
さ
て

自
分
は
風
流

へ
の
執
着

が
悟
り
の
さ
ま
た
げ
と

な

っ
て
成
仏
で
き
ず
に

い
た
が
、
い
ま
花
の
縁

に
よ
り
貴
僧
の
法
力
を

受
け
て
迷
い
の
雲
が
晴

れ
た
と
喜
ん
で
、
姿
は

花
の
間

へ
消
え
て
い
っ
た
。

こ
の
謡
由
の
舞
台
に
な

っ
た
桜
並
木

は
現
在
も
健
在
で
あ
る
。

「
構
人
門
」

と
呼
ば
れ
る
長
い
参
道

（
二
三
〇
余

メ

ー
ト
ル
）
の
両
側
に
は
老
木
若
木
合
わ

せ
て
百
十
余
本
も
あ

っ
て
、
毎
年
み
ご

と
な
花
の
ト
ン
ネ
ル
を
作
り
、
夜
桜
が

特
に
美
し
い
。
優
美
な
甲
冑
姿
の
常
縁

が
、
月
光
に
照
さ
れ
な
が
ら
、
い
ま
に

も
、
こ
の
大
和
町
に
再
来
し
て
、
「
歌

道
」
の
神
髄
を
話
し
か
け
て
く
れ
そ
う

で
あ
る
。

野

田

直

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
清
雅
は

「
長

滝
寺
執
帳
」
や
同

「真
鏡
」
等
に
見
え

る
法
琳
院
清
雅
の
こ
と
で
、
文
筆
に
関

心
の
深
い
宿
老
で
あ

っ
た
。
く
る
す
桜

は
、
村
瀬
本
の
外
に
、
天
理
大
学
図
書

館
と
法
政
大
学
図
書
館
に
別
本
が
所
蔵

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず

つ
相

違
点
が
あ
る
が
、
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
。

次
に
村
瀬
本
に
よ
っ
て

「
く
る
す
桜
」

の
大
要
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

登
場
人
物
　
シ
テ
´
（主
役
）
花
守
り

の
老
翁
　
ワ
キ
北
国
の

旅
僧
。
後
シ
テ
　
東
常

縁

場
面
　
一則
場
　
郡
上
粟
巣
の
里
、
桜

の
花
盛
り
、
昼
か
ら
夕
暮
れ

ま
で

後
場
　
同
場
所
、
同
日
の
夜

か
ら
夜
明
け
ま
で

春
も
な
か
ば
過
ぎ
、
北
国
の

一
旅
僧

が
濃
州
郡
上
に
き
て
、
　

風
に
桜
の
散

り
く
る
古
び
た
神
社
を
眺
め
な
が
ら
、

昔
東
常
縁
と
宗
祇
が

「花
盛
り
所
も
神
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大
和
町
の
古
城
跡
に
つ
い
て

岐
阜
県
文
化
財
保
護

協
会
事
務
局
長

た
だ
い
ま
、
野
田
先
生
か
ら
ご
紹
介

を
い
た
だ
き
ま
し
た
林
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
他
に
何
の
取
り
柄
も
な
い
、
た
だ

城

一
途
に
生
き
て
来
た
だ
け
の
男
で
あ

り
ま
す
。
だ
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
す
が
、

ご
当
地
の
教
育
委
員
会
の
方
か
ら
、
大

和
町
に
は
た
く
さ
ん
の
城
が
あ
る
の
で

見
に
来
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
見
せ
て

い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

城
と
は
　
皆
さ
ん
は
、
城
と
い
う
と

す
ぐ
名
古
屋
城
と
か
岐
阜
城
、
郡
上
で

い
え
ば
八
幡
城
の
よ
う
に
天
主
閣
の
あ

る
の
を
城
と
思

っ
て
み
え
る
人
が
多
い

が
こ
れ
は
あ
や
ま
り
で
、
天
主
閣
と
い

う
の
は
、
城
の
付
属
物
で
あ
る
。
城
と

い
う
字
は
土
へ
ん
で
あ
る
。
土
は
大
地
、

も
う

一
つ
の
意
味
は

民
を
表
し
て
い

る
。
つ
く
り
の
成
は
成
と
丁
を
合
わ
せ

て
作

っ
た
も
の
、
丁
は
た
た
く
、
才
は

矛
の
意
で
武
器
を
表
し
て
い
る
。
ま
た

成
の
下
に
皿
を
書
く
と
盛
る
と
い
う
字

に
な
る
。
ご
飯
を
盛

っ
て
杓
子
で
た
た

い
て
固
め
る
。
例
え
ば
お
仏
飯
を
盛
る

林

春

樹

と
き
も
そ
う
で
あ
る
。
城
と
い
う
の
は

土
を
盛

っ
た
り
、
た
た
い
て
固
め
た
り

し
た
も
の
、
こ
れ
自
体
が
城
な
の
で
あ

っ
て
天
主
閣
は
い
わ
ば
飾
り
で
あ
る
。

織
田
信
長
が
安
土
に
豪
壮
な
天
主
閣
を

造
り
、
そ
れ
を
各
武
将
が
真
似
を
し
て

大
き
な
も
の
を
造
る
よ
う
に
な

っ
た
。

江
戸
時
代
に
な

っ
て
三
百
諸
候
と
い
わ

れ
る
大
名
は
み
な
城
を
持

っ
て
い
た
が

天
主
閣
の
あ

っ
た
の
は
、
そ
の
う
ち

一

六
二
だ
け
で
あ
る
。
天
主
閣
は
威
厳
を

示
す
た
め
で
あ
り
、
領
民
威
圧
の
た
め

で
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
武
将
の
夢
で
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
天
主
閣
は
決
し
て

城
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
郡
上
に
あ

っ

た
城
は
、
ほ
と
ん
ど
中
世
に
で
き
た
も

の
で
あ
る
が
、
天
主
閣
は
一
つ
も
な
か

っ
た
。
現
在
の
八
幡
城
は
模
擬
城
で
あ

る
。
皆
さ
ん
は
、
よ
く
城
跡
と
い
わ
れ

る
け
れ
ど
、
城
跡
で
は
な
く
、
現
在
あ

る
の
が
城
そ
の
も
の
で
あ
る
と
私
は
い

い
た
い
。

岐
阜
県
の
城
　
岐
阜
県
に
は
、
中
世

）

か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
も
の
が
約
六
五

〇
―
七
〇
〇
ほ
ど
あ
る
。
城
は
大
体
川

を
利
用
し
て
築
か
れ
て
い
る
。
岐
阜
県

の
場
合
、
揖
斐
川
水
系
に
約
二
〇
〇
、

長
良
川
水
系
に
約

一
五
〇
、
木
曽
川
水

系
に
約

一
〇
〇
、
飛
騨
の
庄
川
、
宮
川

水
系
に

一
〇
〇
、
土
岐
川
水
系
に

一
〇

〇
ほ
ど
あ
る
。
調
査
す
れ
ば
ま
だ
ま
だ

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
岐
阜
県
に
は
城

が
多
い
、
し
か
も
優
れ
た
城
が
多
い
。

郡
上
の
城
　
長
良
川
水
系
の
上
流
と

和
良
川

（棘
騨

剰
）
そ
れ
に
石
徹
自
の

九
頭
竜
川
水
系
に
二
つ
三
つ
。
こ
れ
ら

を
概
観
す
る
と
、
高
鷲
村
に
鷲
見
城
及

び
こ
れ
に
付
随
す
る
砦
な
ど
、
白
鳥
町

で
は
前
谷

。
長
滝

・
烏
帽
子

・
二
日
町

原
□

上
ハ
ツ
・
前
原
の
各
城
、
八
幡
町

に
は
、
八
幡
城
と
尾
壷

。
赤
谷

・
東
殿

山
の
各
城
、
相
生
の
中
山
城
、
小
駄
良

川
に
沿

っ
て
、
和
田
原
。
つ
ば
城
・
明
方

川
に
沿
っ
て
、
吉
田
・
久
須
見
・
寒
水
・

畑
佐

・
□
長
尾
の
各
城
、
美
並
村
に
は

深
戸

・
苅
安

。
高
原

・
福
野

・
河
合

・

下
田

・
木
尾
の
各
城
、
和
良
筋
に
は
境

山
城
な
ど
郡
上
に
は
、
た
く
さ
ん
の
城

が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
時
代
が
そ
れ
ぞ

れ
違

っ
て
造
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、　
一

時
に
皆
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

で
は
最
も
古
い
城
は
ど
こ
か
と
い
う

と
、
八
幡
町
の
尾
壷
山
に
あ

っ
た
城
、

次
が
鷲
見
城
、
そ
れ
か
ら
中
山
城
な
ど

で
あ
ろ
う
。
鷲
見
氏
の
い
た
高
鷲
方
面

に
は
古
く
か
ら
城
が
造
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
へ
東
氏
が
郡
上
へ
来
て
、
そ
れ
か

ら
東
氏
関
係
の
城
が
多
く
な
っ
た
。
鷲

見
氏
は
大
へ
ん
力
が
あ
り
、
牛
道
川
を

境
と
し
て
以
北
に
勢
力
を
張

っ
て
い
た
。

そ
こ
へ
東
氏
が
来
て
阿
千
葉
に
城
を
構

え
、
そ
し
て
こ
の
城
を
守
る
た
め
に
中

津
屋

・
大
島
に
砦
を
造
り
、
大
間
見
に

松
尾
城
な
ど
を
造

っ
た
。
東
氏
は
現
在

の
大
和
町
だ
け
で
な
く
北
に
も
南
に
も

城
や
砦
を
造

っ
て
、
家
臣
や
身
内
の
者

を
配
置
し
た
の
で
あ
る
。

城
造
り
の
手
順
　
こ
こ
で
少
し
築
城

の
手
順
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

同
地
選
り
　
ど
こ
に
城
を
造

っ
た
ら

よ
い
か
を
見
定
め
る
こ
と
。
今
な
ら
航

空
写
真
と
か
測
量
機
械
も
あ
る
が
、
そ

う
し
た
も
の
の
無
い
時
代
に
、
よ
く
も

こ
ん
な
要
害
の
地
を
見
付
け
た
も
の
と

ほ
と
ほ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
地
の

利
を
得
た
所
に
城
が
造
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
高
冠
城
な
ど
、
栗
巣
川
と
古
道

川
が
天
然
の
堀
を
な
し
、
そ
の
間
に
挟

ま
れ
た
要
害
の
地
を
選
ん
で
あ
る
。

国
縄
張
り
　
今
で
い
う
と
青
写
真
を

作
る
こ
と
で
設
計
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
違

っ
た
地
形
を
ど
の
よ
う
に

取
り
入
れ
て
築
城
し
た
ら
よ
い
か
を
検

討
し
て
設
計
す
る
。

日
普
請
　
城
の
場
合
は
建
物
を
造
る

ヽ

こ
と
で
は
な
い
。
土
木
工
事
の
こ
と
で

あ
る
。
今
で
も
道
普
請
と
い
う
言
葉
が

残

っ
て
い
る
よ
う
に
、
堀
を
掘

っ
た
り

そ
の
土
を
盛

っ
て
塁
を
造
り
、
石
垣
や

道
を
作
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
終
わ
れ
ば

築
城
の
仕
事
の
大
部
分
は
終
わ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
の
責
任
者
を
普
請
奉
行

と
い
う
。

四
作
事
　
建
物
を
造
る
こ
と
で
、
こ

の
責
任
者
を
作
事
奉
行
と
い
っ
た
。
近

世
で
は
建
物
に
重
点
を
お
く
よ
う
に
な

っ
た
が
、
中
世
で
は
建
物
に
は
重
き
を

お
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

一
度
戦
い
が

始
ま
れ
ば
、
焼
い
た
り
、
焼
か
れ
た
り

し
た
の
で
、
立
派
な
も
の
は
建
て
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

城
の
構
造
　
次
に
城
の
構
造
の
う
ち

疑
問
点
を
ニ
ー
三
解
説
し
て
お
く
。
城

お
う
て
　
　
　
　
　

な
う
め
て

に
は

「
大
手
」
と

「
溺
手
」
と
が
あ
る
。

大
手
は
表
門
で
あ
り
、
正
面
の
こ
と
で

敵
が
攻
め
て
来
る
方
向
で
あ
る
。
溺
手

は
逃
げ
□
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
い
利
あ

ら
ず
と
み
れ
ば
溺
手
か
ら
逃
げ
る
。
城

に
と
っ
て
棚
手
は
、
ま
さ
か
の
時
に
生

き
延
び
る
た
め
の
大
切
な
も
の
で
、
全

滅
を
救
う
た
め
の
逃
げ
□
、
引
き
揚
げ

□
が
溺
手
で
あ
る
。
そ
し
て
大
手
は
川

に
面
し
、
溺
手
は
山
つ
づ
き
の
方
に
あ

っ
た
。
次
に
城
に
は

「
曲
輪
」
と
い
う

の
が
あ
る
。
い
く
つ
か
に
区
切
ら
れ
た

多
く
の
囲
い
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
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城
の
中
が

一
つ
の
広
場
で
あ
っ
て
は
、

敵
に
攻
め
こ
ま
れ
た
時
に
防
ぎ
よ
う
が

な
い
か
ら
で
、　
一
つ
の
囲
い
を
破
ら
れ

て
も
次
の
囲
い
で
防
ぐ
こ
と
の
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
曲
輪
の
周
囲
に

は
堀
や
、
前
面
に
柵
を
設
け
て
、
容
易

に
二
の
丸

・
本
丸
に
近
づ
け
な
い
よ
う

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
敵
が
攻
め
て
来
る
の
に
攻
め
難

く
す
る
た
め
に
、
山
の
斜
面
を
横
に
堀

を
掘

っ
て
、
道
を
カ
ッ
ト
し
た
の
を

「

堀
切
」
と
い
う
。
こ
れ
が
つ
づ
い
て
い

る
の
を

「横
堀
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は

大
和
町
の
城
に
は
な
い
。
山
の
斜
面
に

沿

っ
て
掘

っ
た
の
を

「
竪
堀
」
と
い
っ

て
大
和
町
の
城
に
多
く
見
ら
れ
る
。
阿

千
葉
城
の
本
丸
の
す
ぐ
裏
側
に
あ
る
し

篠
脇
城
の
竪
堀
は
有
名
で
あ
る
。

大
和
町
の
城

・
阿
千
葉
城
　
こ
れ
は
東
氏
が
郡
上

に
来
て
最
初
に
築
い
た
城
で
あ
る
。
こ

の
城
の
大
手
は
北
の
方
で
、
中
津
屋
の

方
が
正
面
、
す
な
わ
ち
大
手
で
あ

っ
て
、

鷲
見
氏
及
び
越
前
に
対
し
て
い
る
。
長

良
川
、
和
田
川
が
自
然
の
堀
の
役
目
を

し
て
い
る
。
椰
手
は
山
つ
づ
き
の
南
の

方
で
あ
る
。
支
え
き
れ
な
い
時
は
、
剣

の
方
面
か
ら
篠
脇
城
に
入
る
こ
と
の
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
阿
千
葉
城

は
東
胤
行
の
子
行
氏
が
造

っ
た
城
で
、

時
常

・
氏
村
と
居
城
し
、
氏
村
の
時
に

篠
脇
城
を
築
い
て
移

っ
た
。
ま
た
胤
行

も
晩
年
に
は
、
鎌
倉
か
ら
こ
こ
に
来
て

い
る
。

・
篠
脇
城
　
こ
の
城
に
つ
い
て
は
、

皆
さ
ん
の
方
が
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
で

説
明
す
る

ま
で
も
な
　
　
．●
●

い
と
思
う
　
　
一一
●

が
、
近
年
　
一●
●

そ
の
館
跡
　
　

・
一

が
発
掘
さ
　
一●

れ
て
立
派
　
一

な
庭
園
が

出
て
き
て
　
　
　
一
　
　

ヽ

国
の
指
定
　
　
●

に
な

っ
た
　
　

一
一

と
聞
い
て
　
　
．●
●

喜
ん
で
い
　
．●
●
●

る
。
こ
の
　
一●
●
●
●
―

城
の
特
徴
　
一●
■
●
●
●
．
　

．．

は
何
と
い
　
一●
■
■
●
　
　
　
一一

っ
て
も
竪
　
一■
●
●
●
一
一
．
■
一．

堀
で
あ
る
。
●
●
●
●
●
●
一
■

し
か
し
、
　

■
●
●
一●
●
●
●
■

『
鋼
獄
酬

ヽ
一
一
一丼
一
一一
｝
一
一

東
氏
は
関
東
武
士
で
郡
上
の
よ
う
な
険

し
い
地
形
に
は
な
れ
て
い
な
い
の
に
、

よ
く
も
こ
の
竪
堀
と
い
う
こ
と
を
思
い

つ
い
て
計
画
し
得
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

つ
こ
で
思
い
起
こ
す
こ
と
は
、

越
前
朝
倉
の
一
乗
谷
城
で
あ
る
。　
一
乗

谷
城
に
は
篠
脇
城
と
全
く
よ
く
似
た
竪

堀
が
あ
る
が
、
県
下
で
は
、
ほ
か
に
竪

堀
の
あ
る
城
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
城
の

あ
る
こ
と
は
大
和
町
の
誇
り
で
あ
る
。

こ
の
城
の
大
手
門
は
、
明
建
神
社
の
方

で
は
な
く
、
東
の
方
向
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
掘
手
は
頂
上
か
ら
山
越
え

の
道
の
方
で
あ
っ
た
。
東
氏
の
全
盛
は

′

九
代
目
の
常
縁
の
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ

し
て
時
代
は
戦
国
時
代
に
入
る
。
篠
脇

城
を
拠
点
と
ず
て
発
展
し
て
き
た
東
氏

で
あ
っ
た
が
、
地
理
的
に
も
政
治
的
に

も
今
や
篠
脇
は
郡
上
の
中
心
で
は
な
く

な

っ
た
。
そ
こ
で
常
慶
は
八
幡
の
赤
谷

山
（刺雌
め
）
に城
を築
いて移
った

の
で
あ
る
。

・
松
尾
城
　
東
氏
は
下
総
か
ら
多
く

の
家
臣
を
連
れ
て
き
た
。
野
田
・
日
置

。

河
合
等
々
、
そ
の
野
田
氏
が
入

っ
て
い

た
の
が
松
尾
城
で
あ
る
。
今
残

っ
て
い

る
跡
は
、
ほ
ん
の

一
部
で
あ

っ
て
、
大

部
分
は
、
道
路
と
な
り
、
ま
た
家
が
建

っ
て
い
る
、
大
間
見
川
が
天
然
の
堀
と

な

っ
て
い
て
、
土
塁
の

一
部
も
残

っ
て

い
る
。
溺
手
は
山
を
登

っ
て
篠
脇
城
に

通
ず
る
方
向
で
あ

っ
た
。

・
高
冠
城
　
栗
巣
と
古
道
の
間
に
あ

る
標
高
八

一
一
、
五
π
の
山
上
に
あ
る

城
が
高
冠
城
で
あ
る
。
城
は
高
い
山
の

間
に
三
つ
の
峰
が
交

っ
た
所
に
あ
る
。

こ
ん
な
高
い
山
に
造
ら
れ
た
の
は
、
源

平
時
代
の
も
の
か
と
思

っ
て
登

っ
て
見

た
ら
、
予
想
に
反
し
て
、
新
し
い
も
の

で
あ

っ
た
。
岩
を
掘
り
割

っ
て
堀
が
造

っ
て
あ
る
。
土
塁
も
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。

堀
は
新
し
い
感
じ
で
、
こ
の
城
は
造

っ

た
け
れ
共
使
わ
な
い
で
終
わ

っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
作
り
方
と
し
て
は
戦
国

時
代
の
作
り
方
で
あ
る
。
篠
脇
城
が
駄

目
に
な
っ
た
時
に
、
こ
こ
に
逃
げ
込
む

こ
め
に
造
ら
れ
た
城
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
城
を

「
認
城
」
と
い
う
が
、

こ
の
ほ
か
に
は
、
こ
こ
に
城
を
造
る
理

由
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
戦
国
時
代
に

こ
こ
に
城
を
造
る
よ
う
な
武
将
も
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
今
後
研
究
も
進
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
私
と
し
て
は
、
篠
脇

城
の
詰
め
の
城
で
あ

っ
た
と
し
か
考
え

よ
う
が
な
い
。
ま
た
広
場
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
馬
場
で
あ
っ
た
。
馬
場
と
い
う

と
馬
の
調
教
を
す
る
所
と
思
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
馬
を
連
れ
て
引
き
上
げ
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
も
馬
場
と
い
っ

た
。
麓
に
馬
を
お
い
て
、
人
間
だ
け
山

の
上
に
い
た
の
で
は
、
い
ざ
と
い
う
時

に
馬
を
連
れ
て
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
山
の
上
に
も
馬
場
が
必

要
で
あ
っ
た
。
郡
上
で
も
馬
場
の
あ
る

城
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
牛
道
の
六
ツ
城

二
日
町
城

・
中
山
城

・
苅
安
城
な
ど
、

そ
の
ほ
か
に
も
馬
場
の
あ
る
城
は
多
い

ま
た
も
う

一
つ
、
大
和
町
で
は
ま
だ

確
認
し
て
い
な
い
が
、
城
に
は
肥
壺
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
炭
焼
窯
と
よ
く
間
違

え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
子
細
に
見
れ

ば
は
っ
き
り
分
か
る
。
郡
上
で
最
も
よ

い
肥
壺
が
残

っ
て
い
る
の
は
深
戸
城
で

あ
る
。
大
き
さ
は
直
径
三

π
、
深
さ
三

π
か
ら
四

π
く
ら
い
の
も
の
が
多
い
。

時
間
も
な
い
の
で
詳
し
い
説
明
は
で

阿 千 葉 城 跡 遠 望



き
な
い
が
、
高
冠
城
が
あ
る
高
い
山
の

上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
皆
さ
ん
は
高

い
山
の
上
ま
で
登

っ
て
い
た
だ
く
必
要

は
な
い
が
、
あ
の
山
の
上
に
立
派
な
城

が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
覚
え
て
お
い

て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

・
木
越
城
　
木
越
城
は
、
東
氏
並
び

に
郡
上
郡
の
歴
史
上
、
篠
脇
城
に
次
い

で
重
要
な
城
で
あ
る
。
こ
の
城
は
篠
脇

城
主
東
元
胤
の
末
弟
遠
藤
盛
胤
を
長
良

川
筋
の
押
え
と
し
て
居
ら
せ
た
の
が
始

ま
り
で
あ

っ
て
、
篠
脇
城
の
枝
城
で
あ

っ
た
。
曲
輪
が
あ
り
、
そ
こ
へ
行
く
手

前
に
長
い
竪
堀
が
あ

っ
て
、
曲
輪

へ
直

か
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
城
で
特
に
注
目
さ
れ

る
の
は
、
阿
千
葉
城
や
、
篠
脇
城
よ
り

時
代
が
遅
れ
て
い
る
の
で
、
城
の
造
り

方
が
違

っ
て
い
て
、
近
Ｌ
上
期
の
走
り

に
な
る
よ
う
な
構
え
で
あ
る
。
こ
の
形

を
桝
形
と
い
う
。
同
じ
東
氏
の
城
で
も
、

こ
の
辺
の
城
に
な
る
と
、
進
歩
が
目
立

っ
て
く
る
。
ま
た
立
派
な
河
原
石
で
築

い
た
石
垣
も
残

っ
て
い
る
。
下
の
長
良

川
か
ら

一
つ
一
つ
運
ん
で
造

っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
城
が
遠
藤
氏

本
家
の
城
な
の
で
あ
る
。

・
神
路
城
　
こ
の
城
は
篠
脇
城
の
裏

口
を
流
れ
て
い
る
神
路
川
の
入
口
に
あ

っ
て
、
篠
脇
城
を
守
る
重
要
な
位
置
に

あ
る
。
こ
の
城
は
誰
が
作

っ
た
の
か
分

か
ら
な
い
。
あ
の
山
の
下
を
通
る
た
び

に
い
つ
も
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
か

っ

た
。
そ
こ
で
登
っ
て
み
る
と
、
ま
こ
と

に
見
事
な
城
で
あ
っ
た
。
し
か
も
築
城

の
縄
張
り
を
見
る
と
、
大
和
町
の
城
の

う
ち
で
は
最
も
新
し
い
造
り
方
の
城
で

あ
る
。
近
出
の
城
郭
の

一
歩
手
前
ま
で

き
て
い
る
。
と
い
う
の
は
堀
切
に
し
て

も
、
わ
ざ
わ
ざ
、
じ
ぐ
ざ
ぐ
に
し
て
あ

る
し
、
本
丸
２
黒
に
内
蔵
さ
れ
た
台
所

あ
た
り
が
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
る
。

ま
た
下
か
ら
容
易
に
上
っ
て
来
れ
な
い

よ
う
に
諸
所
に
堀
切
や
曲
輪
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
城
全
体
が
精
巧
に
で
き
て

い
て
、
ほ
と
ん
ど
近
世
の
城
と
変
わ
り

が
な
い
。
規
模
は
小
さ
い
が
斬
新
な
城

で
、
こ
う
し
た
精
巧
な
城
は
大
和
町
で

は
外
に
は
な
い
。

土
地
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
ウ
ス
ナ

メ
の
城
と
い
っ
て
、
こ
こ
に
は
自
田
と

い
う
人
が
い
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
人

の
子
孫
は
今
、
九
州
に
い
る
と
教
え
て

く
れ
た
。
こ
の
話
を
聞
い
て
思
い
当
た

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
遠
藤
氏

は
郡
上
を
制
圧
し
て
い
た
が
、
秀
吉
に

よ
っ
て
加
茂
郡
の
小
原
に
放
逐
さ
れ
て
、

そ
の
後
へ
稲
葉
貞
通
が
八
幡
城
主
と
な

っ
た
。
稲
葉
氏
は
、
遠
藤
氏
が
旧
領
の

部
上
を
い
つ
取
り
戻
し
に
攻
め
て
来
る

か
も
分
か
ら
な
い
の
で
安
心
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
稲
葉
氏
は
た
く
さ
ん

）

の
技
城
を
造

っ
て
い
る
。
相
生
の
中
山

城
も
造
り
変
え
、
苅
安
城
も
堅
固
に
し
、

和
良
の
境
山
に
城
を
造
り
、
そ
の
ほ
か

に
も
枝
城
を
造

っ
て
い
る
が
、
八
幡
の

北
方
に
は

一
つ
も
城
を
造

っ
て
い
な
い

そ
こ
で
私
は
、
神
路
城
は
稲
葉
氏
が
造

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
ら
め
い
た
の

そ
の
時
に
は
郡
上
の
人
も
た
く
さ
ん
連

れ
て
行

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
神

路
の
伝
承
の
話
を
聞
く
と
、
こ
れ
は
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
稲
葉
氏
が
北
方
の

守
り
の
た
め
に
、
こ
の
神
路
城
を
造

っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
た
わ
け

で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
裏
付

そ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
見
て
い
な
い
。

折
が
あ
れ
ば
見
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

以
上
で
大
和
町
の
城
の
概
略
が
お
分

か
り
願
え
た
と
思
う
。
城
は
政
治

・
文

化

・
宗
教
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
心
を

な
す
も
の
で
あ
る
。
篠
脇
城
が
あ

っ
て

今
日
の
大
和
町
が
あ
る
と
い
っ
て
も
過

一百
で
は
な
い
。
名
古
屋
城
も
初
め
清
洲

に
あ

っ
て
、
そ
れ
を
徳
川
家
康
が
名
古

屋
に
持

っ
て
行

っ
た
か
ら
こ
そ
、
尾
張

名
古
屋
は
城
で
持

つ
と
い
わ
れ
る
今
日

の
名
古
屋
市
が
あ
る
。
岐
阜
で
も
大
垣

で
も
八
幡
で
も
然
り
で
あ
る
。
大
和
町

の
皆
さ
ん
も
、
こ
の
意
味
で
城
を
大
切

に
し
、
壊
さ
な
い
よ
う
に
願
い
た
い
も

の
で
あ
る
。
現
に
美
並
村
で
は
苅
安
城

が
、
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
た
め
壊
さ

れ
て
な
く
な
る
こ
と
に
決

っ
た
そ
う
だ

が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
地
元
民
の
熱

意
で
防
止
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
城
跡
に

「
〇
〇
城
跡
碑
」
と

い
う
よ
う
な
城
跡
の
標
を
建
て
て
い
た

だ
く
と
よ
い
と
思
う
。
知
ら
な
い
人
も

あ
る
の
で
こ
う
し
た
標
を
建
て
て
保
存

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
ま
こ
と
に
結
構
な

こ
と
と
思
い
ま
す
。
長
時
間
の
御
静
聴

を
感
謝
し
て
私
の
話
を
終
わ
り
ま
す
。

（
昭
和
六
二
年
四
月
二
五
日
　
本
会
総

会
の
記
念
講
演
要
旨
。
文
責
者
　
有
代

信
吾
）

で
あ
る
。
だ
か
ら
神
路
の
人
が
こ
の
城

は
日
田
と
い
う
人
が
い
た
ん
だ
と
、
そ

し
て
そ
の
人
の
子
孫
が
九
州
に
い
る
と
、

ち
ょ
っ
と
話
は
う
ま
く
で
き
す
ぎ
て
い

る
よ
う
で
は
あ
る
が
…

‥
。
稲
葉
氏
は

関
ケ
原
合
戦
が
終
わ

っ
て
か
ら
九
州
の

臼
杵

（五
万
石
）

へ
転
封
に
な

っ
た
。

け
る
確
証
は
何
も
な
い
が
、
私
に
は
ど

う
し
て
も
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
に
角
、
非
常
に
立
派
な
縄
張
り
を
持

っ
た
す
ば
ら
し
い
城
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

・
そ
の
他
　
そ
の
ほ
か
に
内
ケ
谷
の

金
山
に

「池
原
城
」
と
い
う
の
が
あ
る

）

松 尾 城 跡



京
都

・
奈
良

文
化
財
見
学
旅
行

有

代

一
一
月

一
二
日
朝
七
時
、　
一
行
二
三

名
が
大
和
町
を
後
に
、
京
都

・
奈
良
へ

の

一
泊
二
日
の
旅
に
出
発
し
た
。
見
学

箇
所
は
、
京
都
で
は
醍
醐
寺
と
法
界
寺

奈
良
は
、
薬
師
寺

・
市
街
北
方
の
古
墳

群

・
平
城
宮
跡
資
料
館

・
二
月
堂

。
三

月
堂

・
手
向
山
八
幡
宮

・
そ
の
ほ
か
で

あ

っ
た
。
ど
の
見
学
箇
所
も
感
銘
深
い

も
の
で
あ
っ
た
が
、
特
に
印
象
に
残

っ

た
二
、
三
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
と

思
う
。

た
つ
み

京
都
で
は
日
野
の
法
界
寺
、
都
の
巽

日
野
の
里
は
、
部
び
た
閑
静
な
た
た
ず

ま
い
の
中
に
埋
ま
る
よ
う
に
し
て
在

っ

た
。
境
内
の
池
の
横
で
記
念
写
真
を
撮

る
。
こ
の
寺
の
本
堂
は
薬
師
堂
で
あ
る

が
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
藤
原
時

代
、
仏
師
定
朝
作
と
い
わ
れ
る
丈
六
の

阿
弥
陀
如
来
の
安
置
し
て
あ
る
阿
弥
陀

堂
を
拝
観
す
る
。
い
つ
お
参
り
し
て
も

変
ら
ぬ
お
庫
裡
さ
ん
の
憾
中
電
灯
を
持

っ
て
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
阿
弥
陀
さ

ま
は
、
寄
木
造
り
の
漆
箔
で
慈
容
の
お

信

五

姿
は
金
色

（少
し
剥
げ
て
は
い
る
が
）
に

か
が
や
き
、
透
彫
の
光
背
や
天
蓋
と
よ

く
調
和
し
て
荘
厳
の
気
に
打
た
れ
る
。

ま
た
漆
喰
地
の
壁
に
画
か
れ
た
天
人
壁

画
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
焼
失
し
た

今
日
、
日
本
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
優
し
い
眼
ざ
し
、
さ
わ
や
か
な
表

情
の
飛
天
が
空
中
か
ら
散
華
し
て
、
ご

本
尊
に
供
養
し
て
い
る
お
姿
が
美
事
に

画
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
は
親
鸞
聖
人
産
湯
の

・え

な

井
戸
や
聖
人
の
胞
衣
塚
な
ど
が
あ
る
。

親
鸞
聖
人
は
八
百
年
の
昔
、
承
安
二
年

四
月

一
日

（太
陽
暦
五
月
二

一
日
）
に

日
野
有
範
卿
の
子
と
し

て
こ
の
地
に
誕

生
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
お
母
さ
ん
の
吉

光
女
に
抱
か
れ
て
、
初
め
て
仏
さ
ま
と

の
ご
縁
を
結
ば
れ
た
の
が
、
こ
の
法
界

寺
で
あ

っ
た
。
こ
の
日
野
の
里
は
藤
原

氏
の
一
門
で
あ
る
日
野
氏
の
荘
園
の
あ

っ
た
所
で
、
日
野
家
宗
が
円
仁
か
ら
贈

ら
れ
た
伝
教
大
師
作
の
薬
師
如
来
像
を

安
置
す
る
た
め
に
寺
と
さ
れ
た
の
が
、

こ
の
法
界
寺
で
あ
る
と
、
お
庫
裡
さ
ん

の
説
明
で
あ
る
。

こ
こ
に
誕
生
さ
れ
た
聖
人
が
九
〇
年

の
ご
生
涯
を
か
け
て
、
真
実
の
教
え
、

凡
小
の
者
も
修
し
易
く
愚
鈍
の
者
も
信

じ
易
い
真
宗
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
が
そ
の
ご
誕
生
の
地
か
と
感
慨

一

人
の
思
い
で
お
参
り
し
た
の
で
あ

っ
た
。

奈
良
で
は
、
実
に
幸
い
な
こ
と
は
、

万
葉
植
物
園
の
西
川
廉
行
先
生
の
ご
案

内
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
奈
良

市
の
北
西
隅
の
御
陵
町
に
あ
る
松
と
紅

葉
の
間
を
縫

っ
て
、
歴
史
の
道
を
た
ど

る
こ
と
し
ば
し
、
や
が
て
大
き
な
池
の

畔
に
着
く
、
水
上
池
と
い
う
の
だ
そ
う

だ
。
こ
こ
で
西
川
先
生
は
大
き
な
ふ
ろ

し
き
包
み
の
中
か
ら
色
々
な
文
献
を
取

り
出
し
て
私
た
ち
に
見
せ
な
が
ら
、
奈

良
の
歴
史
や
あ
た
り
の
景
観
な
ど
に
つ

い
て
約

一
時
間
熱
心
に
説
明
し
て
下
さ

る
。
そ
の

一
端
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介

し
よ
う
。

こ
の
池
の
端
に
垂
仁
天
皇
の
皇
后
日

葉‐ま
酔
媛ひ
争
の
御
陵
の
入
り
□
が
あ
る
。

西
川
先
生
は
、
現
存
す
る
刊
本
の
う
ち

で
は
恐
ら
く
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
る

寛
永
年
間
の

「
古
事
記
」
を
と
り
出
し

て
、
垂
仁
天
皇
の
前
の
皇
后
沙
本
媛
と

日
葉
酢
媛
と
の
葛
藤
の
く
だ
り
を
読
ん

で
説
明
さ
れ
る
。
私
も
こ
の
古
事
記
を

手
に
と

っ
て
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
何

´

だ
か
歴
史
の
重
み
の
よ
う
な
も
の
を
ず

し
り
と
感
ず
る
。
こ
の
御
陵
と
接
近
し

て
成
務
天
皇
の
御
陵
も
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
陵
墓
と
し
て
宮
内
庁
の
管
轄
で
あ

る
の
で
、
中
へ
は
入
れ
な
い
。
さ
ら
に

「歴
史
の
道
」
と
い
う
道
標
の
あ
る
歩

道
を
北
に
進
む
と
、
御
陵
や
古
墳
が

一

ぱ
い
あ
る
。
小
山
と
思

っ
た
ら
、
前
方

後
円
墳
で
長
さ
二
〇
〇

π
く
ら
い
と
の

は
奈
良
の
御
陵
の
絵
図
面
で
元
禄

一
六

年
に
画
か
れ
た
の
を
見
せ
て
下
さ
る
。

ず
い
分
、
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
驚
い
た
。

前
方
後
円
墳
と
い
う
名
称
が
初
め
て
出

て
い
る
の
は
、
蒲
生
君
平
の
書
い
た

「山
陵
志
」
と
か
い
う
書
物
だ
と
も
教

え
て
い
た
だ
い
た
。

こ
ル
」、　
こ

の
池
の
周

囲
に
は
、

仁
徳
天
皇

の
妃
檄
´

媛
命
陵
と

か
、
ほ
か

は
名
前
は

忘
れ
た
が
、

い
ず
れ
も

し

っ
と

り

と
静
ま
り
、

山
の
緑
と

紅
葉
が
池

の
水
に
映

え
て
、
た

と
え
よ
う

の
な
い
美

し
さ
で
あ

Ｚつ
。さ

ら
に

西
川
先
生

法 界 寺 に て



い
ろ
は
歌
留
多

村

井

正

蔵

と
　
年
寄
り
の
冷
や
水

ち
　
ち
り
も
積
れ
ば
山
と
な
る

ぬ
　
盗
人
の
昼
寝

る
　
瑠
璃
も
破
璃
も
照
ら
せ
ば
光
る

を
　
老
い
て
は
子
に
従
え

わ
　
割
れ
鍋
に
と
し
蓋

か
っ
た
い
の
か
さ
く
ら
べ

葦
の
ず
い
か
ら
天
の
ぞ
く

旅
は
道
連
れ
世
は
情

良
薬
は
口
に
苦
し

そ
　
総
領
の
甚
六

っ
　
月
夜
に
釜
を
ぬ
く

ね
　
念
に
は
念
を
入
れ

な
　
泣
き
つ
ら
に
蜂

りヽ
　
楽
あ
れ
ば
苦
あ
り

む
　
無
理
が
通
れ
ば
道
理
ひ

っ
こ
む

う
そ
か
ら
出
た
ま
こ
と

芋
の
煮
え
た
も
ご
存
じ
な
い

の
　
の
ど
元
す
ぎ
れ
ば
熱
さ
忘
れ
る

鬼
に
金
棒

臭
い
物
に
は
蓋
を
せ
よ

や
　
安
物
買
い
の
銭
失
い

ま
　
負
け
る
が
勝
ち

け
　
一〓
は
身
を
助
け
る

文
は
や
り
た
し
書
く
手
は
持
た
ず

憲

子
は
三
界
の
首
枷

え
　
得
手
に
帆
を
あ
げ

て
　
亭
主
の
好
き
な
赤
烏
帽
子

あ
　
頭
か
く
し
て
尻
か
く
さ
ず

さ
　
】一一べ
ん
回
っ
て
た
ば
こ
に
ｔ
ｔ

き
　
聞
い
て
極
楽
見
て
地
極

ゆ
　
油
断
大
敵

め
　
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ

み
　
身
か
ら
出
た
さ
び

し
　
知
ら
ぬ
が
仏

思
い
で
の

い
ろ
は
か
る
た
も
、
そ
の
時
に
よ
り

色
々
な
も
の
が
出
回
っ
た
よ
う
だ
。
そ

の
中
で
私
達
の
子
供
の
頃
に

（大
正
末

期
よ
り
昭
和
の
初
期
）
出
て
い
た

「
か

る
た
」
を
今
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
、

な
か
な
か
思
い
出
せ
な
か

っ
た
。
で
も

な
か
な
か
よ
い
文
句
で
あ
り
、
子
供
が

成
長
し
て
社
会
人
と
な

っ
て
か
ら
も
、

幾
多
の
教
訓
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
に

当
時
の
幼
児
教
育
の
姿
が
あ
る
か
の
よ

う
に
思
わ
れ
、
集
め
て
み
た
。

い
　
大
も
歩
け
ば
棒
に
あ
た
る

ろ
　
論
よ
り
証
拠

花
よ
り
だ
ん
ご

憎
ま
れ
子
世
に
は
ば
か
る

骨
折
り
損
の
く
た
び
れ
も
う
け

屁
を
ひ
っ
て
尻
つ
ぼ
め

ヽ

ｔ
曇

黎
・

1

肇鰺
ゑ
　
縁
は
異
な
も
の
味
な
も
の

ひ
　
貧
乏
ひ
ま
な
し

も
　
門
前
の
小
僧
習
わ
ぬ
お
経
読
む

背
に
腹
は
か
え
ら
れ
ぬ

淋
が
身
を
↑
う

一示
　
一示
の
歯ワ
大
阪
の
夢

磯華響
嚇

難

詳墾
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謡
曲

「
く
る
す
桜
」
は
、
八
幡
町
の

村
瀬
家
に
写
本
が
残

っ
て
い
ま
し
た
が

最
近
に
な

っ
て
奈
良
天
理
図
書
館
と
法

政
大
学
の
蔵
書
の
中
に
も
見

つ
か
り
、

重
ね
合
わ
せ
て
よ
う
や
く
解
読
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
宝
暦
九
年

（
一
七

五
九
）
以
前
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、
作
者
は
不
明

で
、
当
時
、
謡
わ
れ
て
い
た
り
、
能
と

し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
り
し
て
い
た
か

は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
度
、
関
係
者
の
方
々
の
大
き
な

お
骨
折
り
に
よ
り
、

「く
る
す
桜
」
を

復
曲
、
当
代

一
流
の
能
楽
師
の
方
々
に

剛おこしの情熱の炎に

ミ゙鰤

薪能「くるす桜」実行委員長

）

よ
っ
て
現
地
で
あ
る
こ
の
妙
見
の
地
で

初
上
演
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
は
、

何
に
も
代
え
が
た
い
大
き
な
喜
び
と
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
今
か
ら
約
五
百
年
前
の
文
明

三
年
、
時
の
篠
脇
城

（大
和
町

・
牧
）

の
城
主

・
東
常
縁

（と
う
の
つ
ね
よ
り
）

が
、
連
歌
師
、
飯
尾
宗
祇

（
い

の
う
そ
う
ぎ
）
に
行

っ
た
古
今

逸
　
　
伝
授

（こ
き
ん
で
ん
じ
ゅ
）
は

日
本
史
上
で
も
有
名
な
事
柄
で

勘

　
　
す
。
古
今
伝
授
と
は
、
歌
道
最

高
の
手
本
と
さ
れ
た
古
今
和
歌

島

　
　
集
の
奥
義
を
代
々
伝
え
て
い
く

も
の
で
す
が
、
和
歌
の
出
界
は

木

　
　
琳
聾
い
弓
蘇
剛
』
聯
資
一
一
』

級
を
超
え
て
広
く
浸
透
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
国
の

Ｌ
に
あ
っ
て
歌
道
を
集
大
成
し
、

そ
の
本
流
を
伝
え
た
常
縁
の
功

績
は
、
後
の
世
に

ク
日
本
国
の

誉
″
と
博
さ
れ
ま
し
た
。

「く
る
す
桜
」
は
、
こ
の
常

縁
を
主
人
公
と
し
た
謡
曲
で
す
。
常
縁

の
風
流
に
か
け
た
す
ざ
ま
し
い
ば
か
り

の
情
熱
と
執
着
を
感
じ
と
っ
て
く
だ
さ

い
。現

在
、
歌
の
世
界
は
新
し
い
歌
人
の

出
現
な
ど
も
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た

ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
お
り
、
素
人

ン

昭
和
六
二
年
度
　
　
　
　
　
　
　
文
化
財
の
愛
護
に

事
　
業
　
報
　
生
口
　
　
　
　
　
　
　

」ヽ
参
加
下
さ
い

四
月
七
日
　
役
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
文
化
財
は
、
祖
先
が
遺
し
て
く
れ
た

「
文
化
財
や
ま
と
」
原
稿
募
集
に
つ

貴
重
な
公
共
財
産
で
す
。
わ
た
く
し

い
て
。
新
年
度
事
業
計
画
立
案
に
つ

い
て
。
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
達
の
身
近
か
な
所
に
あ
る
数
多
の
文

四
月

一
四
日
　
規
約
改
正
小
委
員
会
　
　
　
化
財
を
、
み
ん
な
の
力
で
護
っ
て
ゆ

規
約
改
正
立
案

き

ま

し

ょ

う

。

四
月
二

一
日
　
役
員
会

規
約
改
正
案
決
定
。
総
会
提
出
議
案
　
ｏ
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
が
発
足
し

の
審
議
。
そ
の
他

て
か
ら

一
三
年
目
を
迎
え
、
会
員
は

四
月
二
五
日
　
総
会

昭
和
六

一
年
度
事
業
報
告
、
収
支
決
　
　
一
四
九
名
に
達
し
て
い
ま
す
。
な
お

算
の
承
認
。
昭
和
六
二
年
度
事
業
計

多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
い

画
並
び
に
収
支
予
算
の
承
認
。

て
本
会
の
発
展
を
期
し
た
い
と
思
い

ｏ
記
念
講
演
　
大
和
町
の
古
城
跡
に

に
つ
い
て
、
岐
阜
県
文
化
財
保
護
　
　
ま
す
ｏ
ど
う
か
お
友
達
な
ど
に
声
を

協
会
事
務
局
長
林
春
樹
先
生

か
け
て
お
誘
い
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

五
月
二
〇
日
　
名
皿
部
沢
池
の
湿
地
帯

植
物
を
牧

・
母
袋
に
移
植
　
　
　
　
　
　
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

六
月
八
日
　
文
化
財
見
学

（参
加
三
〇
宅
）
○
本
会
会
員
は
、
岐
阜
県
文
化
財
保
護

高
沢
観
音

・
伊
深
正
眼
寺

・
吉
田
観

協
会
会
員
で
も
あ
り
、
会
員
に
は
、

音

・
刀
匠
の
里

・
弥
助
寺
跡

・
蓮
華

寺

・
真
長
寺

・
慈
恩
寺
等
　
　
　
　
　
　
岐
阜
県
文
化
財
保
護
協
会
発
行
の

八
月

一
日
　
役
員
会

「濃
飛
の
文
化
財
」

（年
二
回
）

ぎ
ふ
中
部
未
来
博
前
売
入
場
券
の
売

さ
ば
き
促
進
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
「
文
化
財
美
濃
と
飛
騨
」

（特
集
）

一
〇
月
二
二
日
　
役
員
会

を
お
届
け
し
ま
す
。

研
修
旅
行
計
画
に
つ
い
て

本
会
会
報

一
一
月

一
二
日
―

一
三
日
　
一示
都

。
奈

良
文
化
財
見
学

（
二
三
名
参
加
）
　

　

　

「
文
化
財
や
ま
と
」

京
都
　
醍
醐
寺

・
法
界
寺

を
お
届
け
し
ま
す
。
そ
の
他
、
県
本

奈
良
　
薬
師
寺

・
古
墳

・
平
城
宮
跡

資
料
館

・
二
月
堂

・
二
月
堂
　
　
部
主
催
の
見
学
会
、
講
演
会
、
研
究

手
向
山
八
幡
宮
他

会
に
参
加
で
き
、
文
化
財
見
学
に
参

六
三
年
二
月
二
三
日
　
役
員
会

加
で
き
ま
す
。
会
員
に
な
る
に
は
会

昭
和
六
二
年
度
事
業
報
告
並
び
に
収

支
決
算
中
間
報
告

・
昭
和
六
三
年
度
　
　
費
二
〇
〇
〇
円
を
添
え
て
事
務
局

事
業
計
画
並
び
に
予
算
案
審
議

・
総

（大
和
町
教
育
委
員
会
）
へ
お
中
し

会
開
催
計
画
Ｌ
文
化
財
や
ま
と
」
原

稿
募
集

・
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
込
み
く
だ
さ
い
。

目
に
は

一
つ
の
転
機
を
迎
え
て
い
る
よ

う
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
大
和
町
に
あ

っ
て
も
、
東
氏
館
跡
発
掘
以
来
、
東
氏

の
文
化
が
見
直
さ
れ
、
歴
史
民
俗
資
料

館
の
建
設

・
史
跡
の
里
公
園
の
整
備
と

「
古
今
伝
授
の
里
」
づ
く
り
が
進
ん
で

い
ま
す
。
こ
う
し
た
時
を
同
じ
く
し
て

い
わ
ば

″古
今
伝
授
の
薪
能
″
を
開
催

で
き
る
こ
と
に
は
、
何
と
も
因
縁
め
い

た
も
の
を
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
＾

こ
の
薪
能
の
開
催
で
、
あ
た
か
も
そ

の
か
が
り
火
が
燃
え
盛
る
ご
と
く
、
町

づ
く
り

。
町
お
こ
し
の
情
熱
の
火
が
、

さ
ら
に
大
き
な
炎
と
な
っ
て
燃
え
上
が

る
こ
と
を
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

薪

能

次

第

午
後
五
、
四
五
　
神
事

（神
上
り
杉
）

六
、
○
○
　
お
練
り
出
発

六
、　
一〇
　
な
苺
ど
が
り

六
、　
一
五
　
能

尿
翌

六
、
三
〇
　
仕
舞

六
、
五
〇
　
火
入
れ
式

七
、
○
○
　
狂
言

「隠
し
狸
」

七ド三∞　休　憩

七
、
三
〇
　
能

「
く
る
す
桜
」

八
、
三
〇
終
了

※
雨
天
の
場
合
、
能

「
翁
」
よ
り



文
芸
彫

猫

　

柳

　

　

日

置

　

繁

手
の
届
く
限
り
へ
寄
せ
て
春
矩
健

猫
柳
枝
泳
が
せ
て
水
太
る

末
黒
野
や
両
手
に
携
げ
る
里
心

ブ
ド
ウ
棚
に
鉄
線
を
張
り
夢
育
つ

空
高
し
東
寺
の
塔
の
逆
光
に

藪

　

椿

　

　

田

中

　

裕

七
草
を

一
本

一
本
洗
ひ
け
り

フ
レ
ー
ム
の
中
の
盆
梅
さ
か
り
な
り

藪
椿
音
を
ひ
そ
め
て
落
ち
に
け
り

ど
う
だ
ん
を
見
上
げ
て

一
人
静
か
な
り

秋
立
つ
日
田
圃
の
水
を
抜
き
に
け
り

薄

　

水
　
　
　
黒
山石
き
く
ゑ

ニ
ン
月
の
水
底
く
ら
み
奥
長
良

壁
掛
の
あ
せ
し
朱
２
房
冴
返
る

老
木
を

一
廻
り
し
て
春
惜
し
む

ビ
ー
ル
飲
む
女
に
は
な
き
の
ど
仏

う
ぶ
す
な
の
薄
氷

一
歩

一
歩
か
な

木

の
葉

髪

　

　

小
池
弥
栗
子

女
正
月
は
じ
め
て
唄
ふ
演
歌
な
り

高
ぶ
り
し
心
を
お
さ
ふ
沈
丁
花

あ
と
暫
の
月
と
見
て
こ
の
出
送
ら
ん
か

七
五
三
泣
く
子
も
カ
メ
ラ
に
ポ
ー
ズ
と
る

好
奇
心
の
ま
だ
残
り
け
り
木
の
葉
髪

秋

日

和

　

　

　

横
枕
千
代
子

初
詣
箪
笥
の
匂
ひ
そ
の
ま
ま
に

松
の
内
過
ぎ
て
久
し
き
鏡
拭
く

蝿
の
声
静
ま
り
て
闇
の
濃
し

急
カ
ー
ブ
車
湧
き
く
る
秋
日
和

看
り
つ
つ
お
せ
ち
料
理
の
こ
と
や
な
ど

落

　

葉

　

山

田

昌

枝

男
下
駄
履
き
て
恵
方
に
手
を
合
は
す

お
手
玉
の
唄
忘
れ
を
り
梅
の
家

真
す
ぐ
に
蜘
蛛
の
ば
り
ゆ
く
雲
の
峰

秋
祭
袴
の
紐
を
し
め
直
し

地
に
ふ
れ
て
よ
り
音
た
て
て
落
葉
か
な

初

　

鮎

　

　

木

島

　

泉

雉
子
晴
く
や

一
揆
籠
り
し
城
の
跡

行
春
や
野
面
石
寂
ぶ
原
城
跡

初
鮎
の
焼
か
れ
て
反
り
て
滑
明
り

わ
が
丈
の
溺
る
る
ば
か
り
萩
す
す
き

冬
天
の
哭
か
ね
ば
ふ
か
し
寒
ざ
く
ら

川

灯

台

　

有

代

信

吾

早
春
の
川
灯
台
に
雲
溜
り

斑
鳩
の
甍
の
反
り
に
花
吹
雪

河
骨
の
花

一
つ
ず
つ
隠
れ
沼

百
日
紅
社
叢
の
中
を
明
る
く
す

駅
に
き
て
雪
沓
の
雪
落
し
合
ふ

”
ん
Ｋ
ハ
「

ノ

大

門
　
桜

有

代

信

吾

永
き
出
の
う
つ
ろ
い
眺
め
咲
き
つ
ぎ
じ

大
門
桜
今
宵
散
り
敷
く

大
門
の
桜
並
木
の
下
ゆ
け
ば

久
し
き
友
に
つ
ぎ
つ
ぎ
逢
う
も

幾
百
年
伝
え
て
社
に
木
霊
す
る

は
や
し
ば
ん
ば
と
子
ら
の
高
声

東

氏

館

跡

土

松

新

逸

幾
百
年
埋
れ
て
い
し
石
の
列
い
ま
は
現

つ
の
陽
に
ひ
か
る
な
り

遠
祖
ら
血
を
流
し
け
ん
館
跡
か
た
わ
ら

に
真
赤
く

ひ
が
ん
花
咲
く

古
え
の
日
本
の
文
学
ま
も
り
ま
せ
し
東

常
縁
い
ま
在
す
が
に

名
勝
と
な
り
し
庭
園
和
歌
の
家
東
氏
代

々
住
み
給
い
た
る

ヽ

石
の
並
び
撮
ら
ん
と
向
け
ば
そ
れ
ぞ
れ

に
も
の
言
う
如
し
わ
れ
を
囲
み
て

く

る

す

の

里

に

て

金
子
　
　
徹

興
亡
の
時
は
流
れ
て
七
百
年

高
き
木
立
に
宮
居
静
け
し

畑
中
　
浄
園

老
い
桜
く
る
す
の
里
に
花
ひ
ら
く

愛
別
離
苦
の
す
が
た
と
ど
め
て

本
島
　
　
泉

参
道
に
灯
と
も
し
あ
れ
ば
遠

つ
世
の

う
た
び
と
も
来
よ
花
散
ら
ぬ
ま
に

矢
野
原
幸
子

爛
漫
の
花
う
つ
し
身
に
あ
そ
ば
せ
て

な
る
子
鳥
き
く
百
千
鳥
聴
く

日
置
智
恵
子

並
び
た
る
館
の
跡
の
石
組
み
に

偲
び
て
や
ま
ぬ
遠

つ
Ｌ
の
祖

イブト

ン

短

歌

-8-



昭
和
六
二
年
度

（氏
　
名
）

（役
名
）

―
〓
央
―

山
下
　
運
平

（顧
問
）

鎮
　
　
勝
美

（顧
間
）

山
下
　
真

一

河
合
　
俊
次

（理
事
）

畑
中
　
康
蔵

畑
中
　
定
夫

（理
事
）

小
池
　
久
江

（理
事
）

国
技
　
貞
雄

池
田
　
憲
三

山
下
ふ
み
え

日
置
　
智
夫

加
藤
　
正
恵

高
橋
　
　
明

日
置
　
照
郎

加
藤
　
文
蔵

佐
藤
　
光

一

日
中
　
　
裕

（理
事
）

高
橋
　
義

一
（
理
事
）

青
木

卦

二

河
合
　
　
恒

河
合
　
芳
英

奥
村
千
代
子

尾
藤
　
一房
子

塚
原
富
美
子

加
藤
　
勝
二

―
大
間
見
―

野
田
　
直
治

（顧
問
）

野
田
　
　
茂

（理
事
）

）

青
木
　
新
三
　
　
　
　
　
一
一四
一千
ハ

村
井
　
正
蔵

（監
事
）
　

一
〓
壬

〓
二
．

日
置
　
　
繁

（理
事
）
　

一
〓
一五
四

大
野
　
隆
成
　
　
　
　
　
一
〓
〓
二
〇

大
野
　
紀
子
　
　
　
　
　
一
〓
〓
二
〇

小
池
八
重
子
　
　
　
　
　
一
三
二
〇
七

日
置
　
幸
雄
　
　
　
　
　
一
一七
七
〇

野
田
　
英
志
　
　
　
　
　
一
〓
一八
五

小
野
江
選
量

（理
事
）
　

一二
七
二
六

清
水
　
一
作
　
　
　
　
　
一二
〇
八
六

山
下
　
直
美
　
　
　
　
　
一二
九
二
八

藤
沢
五
三
郎
　
　
　
　
　
一二
一
三
ハ

池
田
　
充
彦
　
　
　
　
　
一二
〇
九
〇

小
野
江
　
勉
　
　
　
　
　
一
一七
二
五

池
田
　
栄
枝
　
　
　
　
　
一
〓
一八
五

池
田
　
恒
純
　
　
　
　
　
一
一八
七
九

日
置
智
恵
子

（理
事
）
　

一二
〇
五
二

松
井
　
　
直

（理
事
）
　

四
〇
八
五

松
井
　
　
博
　
　
　
　
　
一二
五
〇
八

坪
井
　
政
夫
　
　
　
　
　
四
〇
九
二

坪
井
　
庄
市
　
　
　
　
　
一二
五
〇
四

古
田
　
　
中
心　
　
　
　
　
四
〇
九
〇

井
□
　
一
男
　
　
　
　
　
四
〇
二
〇

佐
藤
　
秀
夫
　
　
　
　
　
四
〇
〇

一

松
井
　
賢
雄
　
　
　
　
　
一二
九
九

一

藤
代
　
順
行
　
　
　
　
　
一二
〇
六
〇

―
小
間
見
―

田
代
　
俊
雄

（理
事
）
　

一二
九
六
五

田
中
　
五
呈
　
　
　
　
　
一
一五
四
七

島
崎
　
英
二
　
　
　
　
　
一二
〇
三
七

平
沢
　
　
勤
　
　
　
　
　
一二
九
三
七

―
万
　
場
―

畑
中
　
浄
園

（副
会
長
）

一
一四
四

一

畑
中
　
真
澄
　
　
　
　
　
一
一四
四

一

石
神
　
発
生

稲
葉
　
春
吉

黒
岩
き
く
ゑ

桑
田
　
和
子

桑
田
　
渥
見

桑
田
　
信
夫

黒
岩
　
弘
巳

三
島
　
秋
男

（理
事
）

井
上
　
昌
保

（理
事
）

井
俣
　
初
枝

寛
　
　
明
代

―
徳
　
水ヽ
―

木
島
　
　
泉
（副
会
長
）

木
島
　
観

一

鷲
見
　
鈴
子

鷲
見
　
お
と

直
井
す
ゞ
江

矢
野
原
幸
子

（理
事
）

鷲
見
　
ゆ
き

田
中
ま
さ
を

（理
事
）

山
内
喜
久
子

水
野
　
　
治

木
島
　
洋
女

土
松
　
新
逸

（理
事
）

遠
藤
　
賢
逸

渡
辺
　
明
夫

木
島
　
一二
郎

畑
中
　
文
枝

矢
野
原
吉
夫

―
河
　
辺
―

清
水
　
貞
子

清
水
美
佐
子

清
水
　
幸
江

（理
事
）

田
中
喜

一
郎

）

尾
藤
　
一九
子
　
　
　
　
　
一
一
一
四
七

岩
谷
ま
す
の
　
　
　
　
　
一壬
壬
ハ
七

横
枕
千
代
子

（理
事
）
　

一
〓
二
八
九

前
田
　
　
孝
　
　
　
　
　
一
一
一
〇

一

前
田
　
　
鈴
　
　
　
　
一壬
全
全
ハ

臼
田
と
も
子
　
　
　
　
　
一
〓
一五
〇

―
神
　
路
―

森
　
　
忠
敬

（
顧
間
）
　

一
一〇
八
三

日
田
　
尊
徳

（理
事
）
　

一二
七
三
〇

山
田
　
真
人
　
　
　
　
　
一
一
一
一
四

羽
生
　
　
清
　
　
　
　
　
一
〓
一七

一

―
牧
―

滝
日
　
準

一
（理
事
）
　

一
一七
〇
五

粟
飯
原
高
照
　
　
　
　
　
一
〓
壬
全
一

土
松
　
康
二
　
　
　
　
　
一
一七
二
九

日
置
　
貞

一　
　
　
　
　
一
〓
全
全
一

土
松
　
貞
二
　
　
　
　
　
一二
九
八
〇

日
置
　
　
昇
　
　
　
　
　
一三
全
ニ
ハ

松
森
　
益
吉
　
　
　
　
　
一二
九
二
三

滝
日
　
　
治
　
　
　
　
　
一二
四
〇
六

遠
藤
　
光
平
　
　
　
　
　
一二
九
八

一

遠
藤
　
米
吉
　
　
　
　
　
一壬
全
二
七

斉
藤
　
太
門

（理
事
）
　

一二
九
二
二

加
藤
　
一
男

（理
事
）
　

一
一八
七
〇

清
水
　
　
定
　
　
　
　
　
一
一七

一
〇

日
置
　
一
朗
　
　
　
　
　
一三
ハ
七
四

遠
藤
　
周

一　
　
　
　
　
一
一八
九
〇

田
□
　
勇
治
　
　
　
　
　
一二
九
五
〇

日
置
　
一九
衛
　
　
　
　
　
一二
四

一
七

粥
川
　
　
溜
　
　
　
　
　
一壬
二
八
七

本
田
　
欽

一　
　
　
　
　
一二
王
ハ
○

滝
日
　
義

一
（理
事
）
　

一二
〇
六
二

金
子
　
　
徹
　
　
　
　
　
一二
四
二
六

―
栗
　
巣
―

島
崎
　
増
造

（監
事
）

増
田
　
洋
子

寛
　
政
之
助

（理
事
）

中
山
周
左
工
門

武
田
　
信
康

鷲
見
　
豊
夫

野
田
　
光
誠

―
古
　
道
―

松
井
　
弘
雄

細
川
　
　
優

（理
事
）

一
一一
一一一一エハ

四
〇
四

一

四
〇
三

一

二
七
二
八

三
二
八
四

二
七
八
八

四
〇
二
七

二
七
九
五

三
八
六

一

―
名
皿
部
―

有
代
　
信
吾

（劉
詳
書
記

￥
モ
九

一

有
代
　
和
夫
　
　
　
　
　
一
〓
一〇

一

尾
藤
　
　
由
　
　
　
　
　
一二
四
三
〇

森
下
　
正
則
　
　
　
　
　
一二
四

一
三

下
広
　
茂

一　
　
　
　
　
一二
八
九
五

―
島
―

森
藤
　
　
幸

（会
長
）
　

一
一七
〇
六

森
藤
　
雅
毅

（理
事
）
　

一
三
ハ
八
四

奥
田
　
保
次
　
　
　
　
　
一
〓
〓
壬

一

此
島
　
　
広

（顧
間
）
　

一
一四
八
〇

須
稿
　
甚

一　
　
　
　
　
一
三
全
ハ
七

山
田
　
長
次

（理
事
）
　

一二
ハ
四
八

山
田
　
昌
枝
　
　
　
　
　
一壬
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
　
一示
二
　
　
　
　
　
一二
五
八
二

直
井
　
篤
美
　
　
　
　
　
一
Ｉ
全
全

一

―
白
鳥
町
―

玉
井
　
秀
夫
　
　
　
一
一―
三
三
二

一

会

員

名

簿
（順
序
不
同
）

（電
話
番
号
）

二
四
〇
六

二
〇
三

一

三
四
九
五

三
二
四
六

二
五
〇
七

二

一
六
八

二
五
七
六

二
二
九
二

三
二
八
二

三
二
二
七

二
七
三
〇

二

一
〇
七

二
四
八
八

二
〇
七
二

二
八
〇
二

三
二
〇

一

三
二
〇
〇

三
七
九
二

二
二
九
二

二
二
五
八

二
三
〇
四

二
〇
三
二

三
二
九
二

四

一
四
三

二
六
八
七

二

一
八
五

三
二
八
五

一四

一
三
一

一五
〇
三

一四
六
〇

一四

一
九

一四
四
六

一四

一
八

一四
五
八

一四
六

一

一五
二

一

一七
五
八

一五
三
二

一〇
二
三

一〇
二
三

一〇
〇
五

一
一
八
九

二
五
九
二

二
〇
七
七

二
二
八
九

二
〇
六
七

一　一エハ　一　エハ

二
六

一
〇

二
五
九

一

二
七
三

一

一
一
一
一
一
一

二
六
九
五

三
五
九
〇

二
三
八
二

二

一
二
九

四 〇 〇 〇
一 一 二 五
〇 九 一 二
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昭
和
六
十
三
年
度

事
業
計
画

一
、
〈
バ
　
議

ｏ
総
会
開
催
　
五
月

一
四
日

（土
）

ｏ
役
員
会
開
催

七

・
一
二

・
二

・
三
の
各
月

及
び
臨
時
会

ｏ
執
行
部
会
の
開
催
　
随
時

二
、
研
修
及
び
見
学

ｏ
講
演
会

（総
会
記
念
講
演
）

薪
能
の
あ
ら
ま
し

能
楽
師
　
後
藤
孝

一
郎
先
生

ｏ
ぎ
ふ
中
部
未
来
博
見
学

七
月

一
二
日

（火
）

ｏ
歴
史
民
俗
資
料
館
見
学五

六
月
中

ｏ
文
化
財
見
学

二
月
ま
た
は
二
月
中
、
大
阪
方

面

（
一
泊
）

ｏ
県
本
部
主
催
の
研
修
会
に
参
加

〇
そ
の
他
臨
時
に
文
化
財
見
学

三
、
〈
広　
報

ｏ

「
文
化
財
や
ま
と
」
の
発
行

Ｂ
五
版
八
ベ
ー
ジ
ー

一
四
ペ
ー
ジ

三
〇
〇
部

「
文
化
財
や
ま
と
」
第

一
三
号
　
昭
和
六
三
年
二
月
一　
一

日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
　
代
表
者
／
森
藤
　
一
１

）
印
刷
者
／
白
鳥
タ
イ
プ
印
刷

昭 和 62年 度  収支 決算報 告

編
集
後
認

◇
洛
陽
城
東
桃
李
の
花
。

飛
び
来
り
飛
び
去

っ
て
誰
が
家
に
か

落

つ
。
洛
陽
の
女
児
顔
色
を
惜
し
み

行
く
行
く
落
花
に
逢
う
て
長
く
嘆
息

す
。
…
…
年
々
歳
々
花
相
似
た
り
。

歳
々
年
々
人
同
じ
か
ら
ず
。

春
く
る
た
び
に
思
い
出
す
唐
詩
の

一

節
。
長
い
寒
さ
を
過
ぎ
て
、
会
員
の

皆
さ
ん
お
元
気
の
こ
と
で
し
ま
つか
。

◇
会
報
第

一
三
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

「大
和
町
の
古
城
跡
に
つ
い
て
」
は
、

昨
年
の
総
会
で
の
講
話
の
筆
記
録
で

す
が
、
講
師
林
春
樹
先
生
の
ご
厚
意

に
よ
っ
て
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
お
ん
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
私
た
ち
が
、
か
ね
て
願
い
続
け
て
い

ま
し
た

「
歴
史
民
俗
資
料
館
」
が
い

よ
い
よ
オ
■
プ
ン
の
運
び
と
な
り
ま

し
た
。
今
後
は
内
容
の
充
実
を
願

っ

て
や
み
ま
せ
ん
。

◇
薪
能

「
く
る
す
桜
」
の
実
演
に
む
か

っ
て
、
実
行
委
員
の
方
が
た
が
着
々

と
準
備
を
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
委

員
長
の
木
島
勘
逸
さ
ん
に
、
と
く
に

原
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◇
気
候
の
変
り
目
で
す
。
会
員
諸
氏
の

ご
健
勝
を
念
じ
上
げ
ま
す
。（畑

中
記
）

昭和63年度 予 算 案

項  目 予 算 額 前年度予算額

収 入 の 部

①繰 越 金 179,027 121.633

②会

会

費

費

特 別 会 費

1,138,000

288,000

850,000

1,258,000

288,000

970,000

③補 助 金 45,000 43,000

④寄 付 金 1,000

⑤諸 収 入 2,973

合  計 1,366,000 1,426,000

支 出 の 部

①会 議 費

総 会 費

役 員 会 費

90,000

50,000

40,000

②事 業 費

研 修 費

会報発行費

im

1,090,000

950,000

140,000

0

1,130,000

970,000

70.000

90,000

③事 務 局 費

消 耗 品費

通 信 費

旅   費

そ の 他

36,000

5,000

15,000

10,000

6,000

50,000

10,000

15,000

10,000

15,000

④負 担 金 144,000 150,000

⑤予 備 費 6,000 6,000

合  計 1,366,000 1,426,000

項 目 予 算 額 1決 算 額 増  減 摘 要

収  入  の 部

1,繰 越 金 121,633 121,633 0

2,会 費 144名 ×2,000
前年度未納分4,000

3,特 別 会 費 970,000 725,000  ゝ245,000 関文化財見学
5,000× 30==150,000
京都・奈良研修
25,000× 23==575,000

4,補 助 金 43,000 43000 0

5,寄 付 金 0 4500 4,500

6,諸 収 入 3361 3,486

合   計 1,426,000 1,189,619 △ 236,38」

1,会  議 費

総 会 費

役 員 会 費

90,000

50,000

40,000

55,370

29β 40

25,533

△

△

34,630

20,160

14,470△

2,事 業 費

研 修 費

会報発行費

鰤 晰

1,130,000

970,OIXl

70,000

90.000

791,412

726,912

0

64500

∠ゝ 338,588

∠ゝ 243,088

∠ゝ  70,000

∠ゝ  25,500

関文化財見学 149β 52
京都・奈良研修 577560

3,事 務 局 費

消 耗 品 費

通 信 費

旅   費

そ の 他

,0,000

0,000

5,000

0,000

5,000

20,810

0

10,410

0

10,400

∠ゝ  29,190

∠ゝ  10,000

∠ゝ   4,590

∠ゝ  10,000

△  4,600

4,負 担 金 150,000 143,000 ∠ゝ   7,000

5,予 備 費 0 ∠ゝ   6,000

合  計 1,426,000 1,010592 ∠ゝ 415,408

翌年度へ繰越金  1り ,027円
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