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昭
和
四
十
七
年
二
月
、
高
松
塚
古
墳

が
発
掘
さ
れ
た
。
内
部
の
壁
画
が
国
宝

に
指
定
さ
れ
て
、
そ
の
模
写
が

一
般
公

開
さ
れ
、
そ
の
彩
色
の
美
と
、
日
本
古

代
史
解
明
の
貴
重
な
文
化
財
的
価
値
に

よ
っ
て
、
国
内
外
か
ら
広
く
注
目
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
機
縁
と

す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
後
日
本
各
地

で
史
料
的
価
値
の
高
い
貴
重
な
、
ま
た

珍̈
し
い
発
掘
が
相
次
ぎ
、
日
本
に
、　
一

時
文
化
財
ブ
ー
ム
が
現
出
し
た
。
そ
の

中
で
も

「吉
野
ケ
里
遺
跡
」
は
最
た
る

も
の
で
、
毎
日
観
光
バ
ス
が
列
を
な
し
、

土
産
物
店
が
軒
を
並
べ
る
と
い
う
よ
う

な
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
こ
と
は
日
本
人
特
有
の
弥

次
馬
根
性
の

一
時
の
お
祭
り
騒
ぎ
で
、

丁
度
平
成
の
年
号
が
定
め
ら
れ
た
時
、

年
号
と
同
じ
地
名
の
あ
っ
た
武
儀
郡
の

あ
る
村
の
騒
ぎ
と
同
じ
で
、
時
が
経
て

ば
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
忘
れ

去
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
現

象
は
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
ル
現
象
で
あ
っ
た

に
し
て
も
、
国
民

一
般
に

「文
化
財
」

と
い
う
も
の
を
意
識
づ
け
し
た
こ
と
は

確
か
な
こ
と
だ
と
思
う
。
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
、
藤
の
木
古
墳
の
出
土
品
、
吉

野
ケ
里
遺
跡
な
ど
新
聞
紙
上
に
大
き
く

報
道
さ
れ
た
華
一麗
な
カ
ラ
ー
写
真
に
は
、

恐
ら
く
国
民
の
大
半
は
異
状
な
興
味
を

持
っ
て
引
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

●

昨
年
発
刊
の

「文
化
財
や
ま
と
」

一

五
号
に

「文
化
」
と
い
う
言
葉
の
む
つ

か
し
さ
を

一
寸
書
い
た
が
、
今
年
も
そ

ん
な
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
堅
苦
し
い

の
で
嫌
だ
が
行
き
が
か
り
上
止
む
を
得

な
い
こ
と
と
ご
辛
抱
願
い
ま
す
。

「文
化
財
と
は
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
昨
年
の
一
五
号
で
不
十
分
で
は

あ
る
が

一
寸
触
れ
た
か
ら
本
質
的
な
こ

と
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

た
ゞ
法
的
な
こ
と
を
客
観
的
に

一
寸
述

）

べ
て
見
る
。

ま
づ

「文
化
財
」
は
指
定
か
ら
始
ま

る
。
ど
ん
な
に
立
派
な
文
化
財
で
あ
っ

て
も
文
化
財
の
指
定
が
な
け
れ
ば
そ
れ

は
文
化
財
と
は
い
わ
れ
な
い
。
指
定
は

誰
が
す
る
の
か
。
国
の
関
係
に
つ
い
て

は
文
部
大
臣
が
、
県
ま
た
は
市
町
村
に

関
す
る
も
の
は
県

。
市
町
村
の
教
育
委

員
会
が
指
定
す
る
。
指
定
す
る
に
当
た

っ
て
は
国
も
、
県
も
、
市
町
村
も
そ
れ

ぞ
れ
０
国

。
県

。
市
町
村
に
あ
る

「
文

化
財
保
護
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
諮
間
に
対
し
て

審
議
会
は
調
査

・
研
究
を
し
て
答
申
を

し
ま
た
必
要
事
項
を
審
議
す
る
。
国
国

は
県
の
、
県
は
市
町
村
の
指
定
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
の

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
文
化
財

保
護
審
議
会
」
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。

こ
れ
は
、
国
は
文
部
大
臣
が
任
命
す
る

文
化
に
関
し
広
く
高
い
識
見
を
有
す
る

者
五
名
、
県

・
市

。
町

・
村
は
学
識
経

験
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
委
員
会
が

任
命
す
る
と
こ
ろ
の
岐
阜
県
は
十
二
名

以
内
、
大
和
町
は
十
名
以
内
と
条
例
で

き
め
ら
れ
た
組
織
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
で
指
定

さ
れ
る
の
は
ど
ん
な
も
の
か
、
こ
れ
に

つ
い
て
は

「文
化
財
保
護
法
」
第
二
条

に

（文
化
財
の
定
義
）
と
し
て
掲
げ
て

お
り
、
岐
阜
県

。
大
和
町
の
各
条
例
に

も
同
様
の
こ
と
が
規
定
し
て
あ
る
。

●

参
考
の
た
め

「
文
化
財
保
護
法
」
第

二
条
に
掲
げ
て
あ
る
も
の
を
列
挙
し
て

見
る

（町
条
例
と
若
千
相
違
す
る
個
所

が
あ
る
。
例
　
国
は

「
我
が
国
に
と
っ

て
…
…
町
は

「
町
に
と
っ
て
…
…
ま
た

対
象
物
で
国
に
あ
っ
て
町
に
な
い
も
の

等
）一

、
有
形
文
化
財

建
造
物

・
絵
画

・
彫
刻

・
工
芸
品

・
書
籍

・
典
籍

・
古
文
書
そ
の
他
の
有

形
の
文
化
的
所
産
で
我
が
国
に
と
っ
て

歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の

（
こ
れ
ら
の
も
の
と

一
体
を
な
し
て
そ

の
価
値
を
形
成
し
て
い
る
土
地
そ
の
他

の
物
件
を
含
む
。
）
並
び
に
考
古
資
料

及
び
そ
の
他
の
学
術
上
価
値
の
高
い
歴

史
資
料

二
、
無
形
文
化
財

演
劇

・
音
楽

・
工
芸
技
術
そ
の
他

の
無
形
の
文
化
的
所
産
で
我
が
国
に
と

っ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い

も
の
。

三
、
民
俗
文
化
財

衣
食
住

。
生
業

・
信
仰

。
年
中
行

事
等
に
関
す
る
風
俗
慣
習

・
民
俗
芸
能

及
び
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る
衣
服

・
器

具

・
家
屋
そ
の
他
の
物
件
で
我
が
国
民

続

文
化
・文
化
財
雑
感
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の
生
活
の
推
移
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
。

四
、
記
念
物

貝
づ
か

。
古
墳

・
都
城
跡

。
城
跡

。
旧
宅
そ
の
他
の
遺
跡
で
我
が
国
に
と

っ
て
歴
史
上
又
は
学
術
上
価
値
の
高
い

も
の
、
庭
園

・
橋
梁

・
峡
谷

・
海
浜

。

山
岳
そ
の
他
の
名
勝
地
で
我
が
国
に
と

っ
て
芸
術
上
又
は
観
賞
上
価
値
の
高
い

も
の
並
び
に
動
物

（生
殖
地
、
繁
殖
地

及
び
渡
来
地
を
含
む
）
、
植
物

（自
生

地
を
含
む
）
及
び
地
質
鉱
物

（特
異
な

自
然
の
現
象
の
生
じ
て
い
る
土
地
を
含

む
）
で
我
が
国
に
と
っ
て
学
術
上
価
値

の
一局
い
も
の
。

五
、
伝
統
的
建
造
物
群

周
囲
の
環
境
と

一
体
を
な
し
て
歴

史
的
風
致
を
形
成
し
て
い
る
伝
統
的
な

建
造
物
群
で
価
値
の
高
い
も
の
。

以
上
で
法
第
二
条
の
事
項
の
列
挙
を

終
わ
る
。

●

こ
う
し
て
出
来
た
文
化
財
に
対
し
て

法
律
は
、
政
府
や
県
や
市
町
村
等
は
こ

の
文
化
財
の
重
要
性
を
認
識
し
て
、
そ

の
保
存
の
た
め
に
行
き
届
い
た
注
意
を

も
っ
て
こ
の
法
律
の
趣
旨
の
徹
底
に
努

力
す
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
。
ま
た

一

般
国
民
に
対
し
て
は
、
政
府
や
県
や
市

町
村
な
ど
が
こ
の
文
化
財
の
保
存
や
活

用
の
た
め
に
行
う
こ
と
に
対
し
て
は
、

誠
実
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
、
文
化
財
の
所
有
者
や
関
係
者
に
対

し
て
は
文
化
財
が
貴
重
な
国
民
的
財
産

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
こ
れ
の
保
存

と
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。

以
上
で

「文
化
財
保
護

‐法を
そ
れ
に
関

連
す
る
法
の

一
部
を
簡
単
に
紹
介
し
た
。

不
明
の
点
は
私
の
不
敏
に
よ
る
説
明
不

足
の
た
め
と
お
許
し
下
さ
い
。

●

「
文
化
財
保
護
法
」
を

一
寸
か
じ

っ

て
見
て
こ
こ
で
関
係
方
面
へ
訴
え
た
い

こ
と
が
あ
る
。
こ
ん
な
小
さ
な
天
地
で

い
か
に
大
声
で
叫
ん
で
見
て
も
そ
れ
は

隔
靴
掻
痒
か
犬
の
遠
吠
の
よ
う
な
も
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
ス
ト
レ
ス
の
解
消

位
に
は
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。
会
員

各
位
の
ご
共
鳴
を
お
願
い
し
た
い
。

そ
の

一
つ
は
文
化
財
の
趣
旨
の
徹
底
に

つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
は
最
初

に
政
府

・
地
方
公
共
団
体
は
周
到
な
注

意
を
も

っ
て
こ
の
法
律
の
趣
旨
の
徹
底

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し

て
い
る
。
国
や
県
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
何
を
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
法
律

が
施
行
さ
れ
て
か
ら
や
が
て
半
世
紀
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に

一
般
国
民
の

実
状
は
お
粗
末
な
が
ら
前
に
述
べ
た
よ

）

う
な
観
光
ブ
ー
ム
的
な
認
識
に
過
ぎ
な

い
。

「
文
化
財
」
は
貴
重
な
国
民
的
財

産
だ
か
ら
国
民
は
こ
の
保
存
に
誠
実
に

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
真

向
大
上
段
か
ら
押
し
付
け
て
い
て
そ
れ

で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
質
的
な
こ
と

を
も
っ
と
理
解
さ
せ
納
得
さ
せ
る
方
途

を
も
っ
と
キ
メ
細
か
に
講
ず
べ
き
だ
と

思
う
。

〈
二

つ
、

「文
化
財
」
保
存
、
活
用
の

末
端
の
シ
ス
テ
ム
の
整
備
強
化
の
こ
と

で
あ
る
。
現
在
の
そ
れ
は

一
応
万
全
の

措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
完
全
に
作
動
し
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
文
化
財
保
護
の
末
端
機
構
と
し

て
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
市
町
村
に

「

文
化
財
保
護
審
議
会
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
各
市
町
村
に
必
ず
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
け
れ
ど

も
市
町
村
の
文
化
財
を
取
り
扱
う
の
だ

か
ら
と
い
っ
て
小
さ
な
弱
い
町
村
に
責

任
を
押
し
付
け
る
の
は
ど
う
か
と
思
う
。

設
置
す
る
場
合
第

一、委
員
の
人
選
に
困

る
。
委
員
は
学
識
経
験
者
と
な
っ
て
い

る
が
、
小
さ
な
町
村
で
都
合
よ
く
適
任

者
が
十
人
も
揃
う
だ
ろ
う
か
。

文
化
財
の
調
査
研
究
と
関
係
事
項
の
建

議
だ
け
で
確
た
る
権
限
も
な
く
単
な
る

諮
問
機
関
だ
け
で
は
、
悪
く
す
る
と
体

の
い
い
責
任
の
ゴ
ミ
捨
場
に
堕
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
審
議
会
は
地
方
公
共
団
体
の
必
置

機
関
と
し
委
員
も
国
や
県
の
大
き
い
力

で
専
門
的
な
知
識
、
技
能
を
習
得
さ
せ

国

・
県
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
市
町
村
末

端
の
中
心
機
関
と
し
て
、
或
る
程
度
任

務
を
与
え
権
威
も
持
た
せ
て
積
極
的
に

活
動
さ
せ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

●

封
建
時
代
の
支
配
者
は
今
の
民
主
々

義
と
は
正
反
対
の
、

「知
ら
し
む
べ
か

ら
ず
椅
ら
し
む
べ
し
」
を
政
治
哲
学
と

し
て
い
た
。
そ
の
弊
は
民
主
々
義
の
現

代
に
な
っ
て
も
な
お
温
存
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
そ
の

一
角
が
法
律
の
よ
う
な

気
が
す
る
。
も
っ
と
も
知
ら
し
む
べ
き

も
の
と
し
て
法
律
は
平
仮
名
、
国
語
文

と
な
っ
た
が
そ
れ
で
も
な
お
む
つ
か
し

い
。
故
意
で
は
な
い
か
と
邪
推
し
た
く

な
る
程
だ
。
従
っ
て

一
般
国
民
は
知
る

よ
り
椅
る
方
が
手
取
り
早
い
と
そ
の
方

に
な
り
易
い
。
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
の

に
知
ろ
う
と
し
な
い
で
椅
り
掛
っ
て
く

る
か
ら
そ
ち
ら
が
悪
い
の
だ
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
政
治
も
行
政
も
右
曲
り
を

心
配
さ
れ
て
い
る
。
文
化
財
は
右
へ
曲

が
ろ
う
と
左
へ
行
こ
う
と
差
し
支
え
な

い
も
の
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
そ
の
根
底

に
あ
る
文
化
が
し
っ
か
り
し
な
い
と
い

け
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）

文
化
財
の
法
律
も
む
つ
か
し
い
な
文

化
財
そ
の
も
の
も
む
つ
か
し
い
。
特
に

文
化
財
と
ゴ
ミ

（単
な
る
古
い
も
の
）

文
化
財
と
骨
董
品
、
文
化
財
と
芸
術
品

な
ど
我
々
素
人
に
は
難
物
で
あ
る
。
ま

た
直
接
的
な
こ
と
で
大
和
町
に
は

「
大

和
町
重
要
文
化
財
等
の
指
定
基
準
、
大

和
町
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
認

定
基
準
、
及
び
記
録
作
成
等
の
措
置
を

講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
資
料
の
選
択
基

準
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
の
で
、
ま
た

機
会
を
見
て
そ
の
内
容
を
紹
介
ｔ
た
い

と
思
う
。
む
つ
か
し
い
と
尻
込
み
し
な

い
で
、
埋
蔵
文
化
財
を
発
掘
す
る
よ
う

な
興
味
を
も

っ
て
掘
っ
て
見
よ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
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東
常
縁
の
戦
い
の
歌
三
首

野

田

直

治

中
正
温
雅
を
歌
道
の
理
想
と
す
る
東

常
縁
が
、
き
び
し
い
実
戦
の
場
で
ど
ん

な
歌
を
詠
ん
だ
か
、
こ
れ
は
興
味
あ
る

問
題
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま

あ
る
若
い
会
員
の
方
が
、
私
に
常
縁
の

歌
を

一
首
選
ん
で
く
れ
と
要
望
さ
れ
た

の
で
、
私
は
ち

よ
っ
と
た
め
ら
っ
た
末

、

常
縁
集
の
中
か
ら
次
の

一
首
を
選
ん
だ
。

日
東
路
や
み
や
こ
の
空
の
恋
し
さ
に

ふ
け
て
な
が
む
る
夜
な
夜
な
の
月

（
大
和
町
史
史
料
編
六
七
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
は
常
縁
が
関
東
に
在
陣
中
に
詠

ん
だ
遠
征
歌
で
あ
る
。
初
め
、
常
縁
は

京
都
に
あ
っ
て
幕
府
に
出
仕
し
、
風
流

好
み
の
将
軍
義
政
の
側
近
く
仕
え
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
興
正
元
年

（
一
四
五

五
）
東
氏
の
宗
家
で
あ
る
千
葉
氏

一
族

間
に
内
乱
が
起
こ
っ
た
の
で
そ
の
鎮
定

の
た
め
、
同
じ
幕
臣
浜
春
利
と
共
に
下

総

（千
葉
県
）
に
下
向
し
た
。
し
か
し

敵
側
の
勢
力
は
意
外
に
強
く
て
容
易
に

屈
せ
ず
、
戦
線
は

一
進

一
退
で
い
つ
果

て
る
と
も
な
く
、
こ
う
着
状
態
に
陥
っ

た
ま
ま
早
く
も

一
〇
余
年
を
過
ぎ
た
。

兵
士
た
ち
も
疲
れ
た
。
夜
空
の
月
光
を

仰
ぎ
な
が
ら
、
常
縁
が
回
ず
さ
ん
だ
の

が
右
に
あ
げ
た

一
首
で
あ
る
。
こ
れ
は

古
来
名
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
謡
曲
作

者
も

「く
る
す
桜
」
に
お
い
て

「私
の

詠
ん
だ
歌
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
中
で

も
秀
歌
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の

一
首

で
こ
れ
は
東
家
十
三
代
集
に
も
収
め
ら

れ
、
な
つ
か
し
い
思
い
出
の
歌
で
す
」

と
シ
テ

（謡
曲
の
主
役
）
に
語
ら
せ
て

い
る
。
私
も
こ
の
古
説
を
借
り
て
、
若

い
会
員
の
方
に
答
え
た
わ
け
で
あ
る
。

国
次
は
、
久
し
く
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ

た
ま
ま
眠
っ
て
い
た
史
料
で
、
わ
ず
か

数
葉
の
写
本
で
あ
る
が
、
生
々
し
い
戦

場
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
、
常
縁
史
料

と
し
て
は
珍
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の

で
、
特
に
許
可
を
得
て
こ
こ
に
引
用
す

る
こ
と
に
し
た
。

（史
料
）

籠
城
し
け
る
と
き
、
よ
せ
手
の
大
将

よ
り
降
参
せ
よ
と
い
い
け
る
に
詠
み

て
つ
か
わ
し
け
る

命
や
は
う
き
名
に
か
え
ん
世
の
中
に

ひ
と
り
と
ど
ま
る
習
い
あ
り
と
も

こ
こ
に
見
る
常
縁
の
籠
城
が
い
つ
ど

こ
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
し
、
ま
た

寄
手
の
大
将
が
だ
れ
で
あ
っ
た
か
も
明

ら
か
で
な
い
。

た
だ
敵
軍
の
重
囲
の
中
に
あ
っ
て
、
降

伏
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
察
し

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
常
縁
は

「
命
や

は
う
き
名
に
替
え
ん
」
と
き
っ
ぱ
り
拒

絶
し
た
。
う
き
名
と
は
、

「
憂
き
名
」

で
降
伏
と
い
う
恥
か
し
い
評
判
、
屈
辱

的
な
評
判
を
い
う
。　
一
句
の
意
味
は
、

命
を
惜
ん
で
降
伏
し
た
と
い
う
汚
名
は

後
世
に
残
さ
な
い
。
こ
れ
が
武
士
の
意

地
で
あ
っ
た
。
こ
の
強
さ
、
い
さ
ぎ
よ

さ
が
こ
の

一
首
を
貫
い
て
宝
石
の
よ
う

に
光
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
常
縁
の
戦
場

歌
の
特
色
が
あ
る
。
単
に
風
流
と
か
優

雅
な
だ
け
で
な
く
、
鎌
倉
武
士
ら
し
く

強
く
い
さ
ぎ
よ
い
歌
の
道
が
脈
々
と
し

て
流
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。

太
子
堂

・
太
子
講
の
出
来
　
剣
観
音

堂
の
ふ
も
と
に
、
聖
徳
太
子
を
祭
っ
た

堂
が
あ
り
、
毎
年
四
月
二
日
、
節
句
の

日
に
太
子
講
を
行
な
う
。

始
ま
り
は
、
明
治
四
三
年

（
一
九

一

〇
）
こ
ろ
、
剣
又
ヱ
門
の
先
祖
の
提
唱

で
、
旧
三
村
地
区
の
職
人
衆
が
、
聖
徳

太
子
は
職
人
の
神
様
だ
と
し
て
太
子
像

を
新
調
し
て
祭
り
、
そ
の
者
た
ち
の
間

で
番
々
に
し
て
、
毎
年
講
を
行
な
っ
た
。

昭
和
に
な
っ
て
、
太
子
像
は
佐
藤
家

に
居
座
り
、
昭
和
八
年
、
観
音
堂
ふ
も

と
の
新
道
ば
た
に
お
堂
を
建
て
て
、
像

を
移
し
た
。
そ
の
後
、
旧
弥
富
役
場
跡

へ
移
転
し
て
今
に
至
る
。

聖
徳
太
子
像
　
剣
太
子
堂
の
像
は
、

高
さ
五
〇

印
ぐ
ら
い
の
木
彫

”
彩
色
の

立
像
で
あ
る
。

「孝
養
太
子
像
」
と
呼

ば
れ
、
太
子

一
六
歳
こ
ろ
の
童
形
で
抱

衣

・
袈
裟

・
柄
香
炉
を
持
つ
。

こ
の
像
や
旧
紙
幣
に
見
る

「摂
政
太

子
像
」
な
ど
、
す
べ
て
の
太
子
像
は
、

太
子
没
し
て
三
百
年
ほ
ど
後
の
「
聖
徳

太
子
伝
暦
」
に
よ
っ
て
、
後
々
六
つ
の

形
式
に
製
作
が
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。

「孝
養
太
子
像
」
は
鎌
倉
中
期
以
降
に

形
式
化
し
た
。

聖
徳
太
子
の
主
な
事
績
　
太
子
は
用

明
天
皇
の
第
二
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た

（五
七
四
）
。

そ
れ
よ
り
三
〇
余
年
前
、
欽
明
天
皇

一
三
年
こ
ろ
、
百
済
王
に
よ
っ
て
仏
教

が
伝
来
し
た
。
以
来
こ
れ
を
受
け
入
れ

よ
う
と
す
る
蘇
我
氏
と
、
反
対
す
る
物

部
氏
と
の
間
に
、
は
げ
し
い
争
が
生
ず

る
。
そ
し
て
太
子

一
四
歳
の
時
、
血
縁

関
係
の
蘇
我
氏
ど
と
も
に
、

物
部
氏
を

亡
ば
し
た
。

▲
太
子
二
〇
歳
の
時
、
お
ば
に
当
た
り

最
初
の
女
帝

・
推
古
天
皇
の
摂
政
と
な

り
、
仏
教
を
国
教
と
定
め
た
。
そ
し
て

法
興
寺

・
法
隆
寺
な
ど
を
建
て
、
各
豪

族
も
競
っ
て
寺
を
建
立
し
て
、
国
家
的

保
護
の
も
と
に
、
日
本
仏
教
が
定
着
興

隆
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
大
変
な
日
本
宗

剣の聖徳太子堂
・太子講

高 橋 義 ―
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教
の
革
命
で
あ
っ
た
。

▲
大
和
朝
廷
の
政
治

（ま
つ
り
ご
と
）

に
は
、
初
め
か
ら
古
神
道
と
呼
ば
れ
る

「ま
つ
り
ご
と
」
が
、
絶
対
的
に
支
配

し
て
い
た
。
別
段
な
教
理
は
な
い
が
、

た
だ
目
に
見
え
ぬ
天
地
の
神
々
を
常
に

鎮
め
祭

っ
て
国
家

。
人
民
の
安
泰
を
祈

っ
た
。
す
な
わ
ち
大
和
政
権
の
根
元
の

政
治
で
あ
る
。
何
か
異
変
が
起
こ
れ
ば
、

神
の
最
も
い
み
き
ら
う

「
け
が
れ
」
を

し
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
た
た
り
と
し
て
、

お
は
ら
い
鎮
撫
の
祈
願
を
す
る
。

▲
仏
教
が
伝
来
し
た
直
後
、
悪
疫
が
流

行
し
て
多
く
の
死
者
が
出
た
時
も
、
け

が
れ
た
異
国
の
仏
を
入
れ
た
た
め
に
日

本
の
神
々
の
怒
り
に
触
れ
た
の
だ
と
し

て
、
大
王
以
下
、
日
夜
祈
願
を
し
て
お

の
の
い
た
。
そ
の
た
め
仏
教
許
容
派
の

蘇
我
氏
は
、
神

・
神
道
を
絶
対
的
に
信

奉
す
る
部
物
氏
ら
右
翼
的
勢
力
に
圧
迫

さ
れ
た
。

（
し
か
し
三
〇
年
後
に
、
蘇
我
氏
は
計

略
を
も
っ
て
最
大
勢
力
の
物
部
氏
を
亡

ば
し
て
実
権
を
に
ぎ

っ
た
。
け
れ
ど
神

・
神
道
は
、
依
然
大
和
政
権
の
中
枢
に

位
置
し
た
。

太
子
が
摂
政
と
な
っ
て
そ
の
政
権
の

当
事
者
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

翌
年
、
仏
教
を
日
本
救
国
の
教
え
と
し

た
の
で
あ
る
。
仏
教
が
人
の
生
死
を
見

つ
め
さ
せ
て
安
心
感
を
与
え
よ
う
と
す

る
、
釈
迦
の
優
れ
た
教
え
で
あ
る
こ
と

を
見
ぬ
い
て
、
強
力
な
信
念
に
基
づ
く

大
英
断
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

太
子
の
後
々
の
事
を
見
れ
ば
決
し
て
蘇

我
氏
の
操
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
い
ま
だ
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
青

年
摂
政
が
、
す
で
に
磨
か
れ
た
比
類
な

い
英
知
に
は
驚
嘆
の
ほ
か
は
な
い
。

▲
太
子
は
仏
教
の
根
本
教
義
は

「
和
平

」
だ
と
達
観
し
、
推
古

一
二
年
の

国
思

法
十
七
条
」
制
定
に
は
、
第

一
条
に

「

和
を
も
っ
て
貴
じ
と
す
る
」
と
し
た
。

そ
の
和
は
、
後
々
の
日
本
人
の
精
神
形

成
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

▲
同

一
五
年
以
降
、
遣
随
使
を
派
遣
し

て
、
学
生

。
学
問
僧
を
留
学
さ
せ
た
。

自
ら
は
す
で
に
朝
鮮
半
島
の
国
か
ら
高

僧
二
人
を
招
い
て
勉
学
し
て
い
る
が
、

日
本
文
化
の
発
展
や
交
易
な
ど
に
意
を

注
い
だ
の
で
あ
る
。

▲
最
初
の
使
い
の
親
書
に
は

「
日
出
づ

る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天

子
に
致
す
」
と
堂
々
と
書
し
て
、
相
手

を
不
快
が
ら
せ
た
。
と
い
う
の
は
以
前

ま
で
は
、
大
陸
の
皇
帝
が

「倭
国
の
大

王
」
の
位
を
授
け
て
そ
の
属
国
と
み
な

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

〈
し
か
し
以
後
も
太
子
は
、
対
等
の
外

交
姿
勢
を
貫
い
て
、
日
本
国
の
地
位
を

）

高
揚
し
た
。
そ
し
て
大
和
朝
廷
が
、
天

子

・
天
皇
の
称
号
を
自
ら
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
も
、
太
子
の
こ
ろ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
太
子
は
、
か
っ
て
日

本
に
見
な
か
っ
た
英
明
に
し
て
大
胆
不

敵
な
政
治
性

。
外
交
手
腕
も
備
え
た

一

大
指
導
者
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

▲
太
子
が
四
〇
歳
前
後
に
著
し
た
三
経

の
義
疏

（経
典
の
注
釈
書
）
の
う
ち
、

今
日
に
遺
っ
た

「法
華
義
疏
」
に
は
、

太
子
独
自
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
と
い
，２

学
問
を
習
い
輸
入
す
る
時
期
に
、
先
進

地
の
そ
の
学
問
を
超
え
る
よ
う
な
解
釈

を
し
た
太
子
の
英
知
に
は
、
ま
た
専
門

家
た
ち
の
驚
き
と
さ
れ
る
。

▲
推
古
天
皇
三
〇
年

（六
二
二
）
二
月

二
二
日
、
妻
子
を
遺
し
て
み
ま
か
っ
た
。

四
九
歳
の
働
き
盛
り
で
あ
る
。

太
子
信
仰
　
こ
の
信
仰
は
無
論
、
法

隆
寺
辺
り
に
そ
の
根
元
が
あ
る
わ
け
で

八
世
紀
ご
ろ
か
ら
と
い
わ
れ
る
太
子
絵

伝
や
、

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」
な
ど
に
よ

っ
て
、　
一
般
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ

に
つ
れ
て

「太
子
講
」
に
よ
る
法
会
が
、

鎌
倉
時
代
初
め
ご
ろ
か
ら
天
台

・
真
言

な
ど
の
寺
院
で
執
事
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

▲
真
宗
で
は
開
祖
親
鸞
が
、
太
子
を
厚

く
尊
敬
し
て

「太
子
講
」
を
執
事
し
、

先
記
の
伝
記
に
よ
り
作
っ
た

「
太
子
和

讃
」
を
唱
和
し
た
り
し
た
の
で
、
庶
民

間
に
太
子
信
仰
が
高
揚
し
た
。
そ
し
て

江
戸
時
代
に
、
太
子
を
職
人
の
神
様
と

信
奉
す
る
大
工

。
指
物
師

・
木
挽
職
な

ど
に
よ
り
、
太
子
講
が
行
な
わ
れ
、
夜

を
徹
し
て
酒
宴
を
開
い
た
。
そ
の
流
れ

が
、
当
町
に
も
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

▲
そ
れ
は
太
子
の
忌
日
こ
ろ
の
節
句
に

毎
年
、
了
泉
寺
を
招
い
て
法
要
し
、
後

は
快
宴
と
な
る
。
な
お
、
太
子
講
は
白

鳥

・
那
留
な
ど
に
も
あ
る
が
、
剣
の
よ

う
に
庶
民
性
豊
か
な
も
の
が
伝
わ

っ
て

い
る
か
ど
う
か
、
管
見
し
て
い
な
い
。

以
上
、
歴
史
と
民
俗
の
深
く
遠
い
関
わ

り
を
見
た
が

「
町
史
通
史
編

・
下
巻
」

の

「
民
俗

。
年
中
行
事
」
も
見
て
頂
き

た
い
。

を
首
に
か
け
、
そ
れ
に

一
人
で
来
館
さ

れ
る
よ
う
な
人
は
随
分
と
研
究
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
。
岐
阜
県
内
の
古
城
や
資

料
館
を
見
学
し
て
歩
い
て
い
る
と
の
こ

と
、
記
録
も
丁
寧
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
お
話
し
相
手
に
な
っ
て
い
て
大
変

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

入
館
者
の
状
況
　
昨
年
四
月
か
ら
今

年
の
二
月
ま
で
の
入
館
者
は
三
七
二
四

人

（昭
和
六
十
二
年
度
四
三

一
七
人
、

平
成
元
年
度
二
四

一
七
人
）
で
う
ち
団

体

（二
十
人
以
上
）
の
入
館
者
は
二
十

六
団
体
で

一
二
八
〇
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。
入
館
者
芳
名
録
で
み
る
限
り
で
す

が
、
全
国
四
十
七
都
道
府
県
の
う
ち
、

大
和
町
歴
史
民
俗
資
料
館
に
勤
め
て

加

　

藤

　

　

一　

　

男

月
日
の
た
つ
の
は
早
い
も
の
で
、
資

料
館
に
勤
め
て

一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

昔
か
ら
六
十
の
手
習
い
と
い
い
ま
す
が
、

七
十
三
の
手
習
い
で
心
配
な
が
ら
も
勤

め
始
め
ま
し
た
。
今
日
は
ど
ん
な
お
客

さ
ん
か
ら
、
ど
ん
な
質
問
が
あ
る
か
な

あ
―
な
ん
て
不
安
で
も
あ
り
楽
し
み
で

も
あ
り
ま
し
た
。
お
客
さ
ん
の
好
み
も

そ
れ
ぞ
れ
で
、
歴
史
の
好
き
な
人
、
民

俗
資
料
に
興
味
の
人
、
発
掘
物
に
趣
味

の
あ
る
人
、
歌
に
堪
能
な
人
と
分
か
れ

ま
す
が
、

「
テ
レ
ビ
コ
ー
ナ
ー
」
や

「

ビ
デ
オ
コ
ー
ナ
ー
」
に
人
気
が
あ
る
よ

う
で
す
。
真
夏
と
い
う
の
に
大
き
な

「

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
」
を
背
負
い
、
写
真
機

）
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二
十
八
都
道
府
県
か
ら
入
館
者
が
あ
り
、

東
海
、
北
陸
、
近
畿
地
方
か
ら
は
全
府

県
か
ら
入
館
者
が
あ
り
ま
し
た
。

史
跡
の
里
づ
く
り
…
昭
和
六
十

一
年

に
こ
の
里
づ
く
り
が
計
画
さ
れ
、
現
在

ま
で
に
歴
史
民
俗
資
料
館
、
古
今
橋
が

完
成
し
、
東
氏
館
跡
庭
園
と
篠
脇
城
跡

登
山
道
の
整
備
が
完
了
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
か
ら
こ
の
里
が
四
季
を
通
じ
て
美

し
い
景
観
が
保
た
れ
る
よ
う
古
今
集
に

ち
な
ん
だ
植
物
園
、
粋
を
こ
ら
し
た
池

や
東
家
、
そ
れ
に
和
歌
会
館
や
図
書
館

と
教
養
施
設
の
建
設
等
す
ば
ら
し
い
構

想
が
画
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
地
域

は
栗
巣
川
に
よ
っ
て
南
北
に
わ
か
れ
、

日
面
と
陰
地
が
は
っ
き
り
区
分
さ
れ
て

お
り
、
自
然
の
草
花
も
豊
富
な
と
こ
ろ

か
ら
立
派
な
植
物
園
が
で
き
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
水
も
豊
か
な
と
こ
ろ
か
ら

池
を
利
用
し
て
水
車
や

「
ボ
ッ
ト
リ
」

の
設
置
、
大
和
町
の
川
魚
の
保
育
、
自

生
す
る
草
花
、
山
菜
、
薬
草
の
展
示
圃

の
設
置
、
ま
た
、
大
和
町
内
に
は
何
百

年
の
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
祭
や
踊

り
、
獅
子
舞
が
あ
り
、
こ
れ
を
写
真
等

で
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
明
建
神
社
…

こ
の
風
景
画
は
、
昨
年
十

月
粟
飯
原
高
照
さ
ん
宅
か

ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で
資

料
館
に
展
示
し
て
あ
り
ま

す
。
江
戸
時
代
の
妙
見
宮

附
近
の
風
景
が
美
し
く
明

細
に
画
か
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
頃
誰
が
画
い
た
か
は

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
拝

殿
が
切
妻
造
り
か
ら
し
て

文
政
十

一
年

（
一
八
二
八
）

以
前
の
風
景
が
画
か
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、

文
政
十

一
年
九
月
二
十

一
日
郡
上
藩
青

山
幸
寛
の
家
来
梶
村
来
太
郎
が
八
幡
紺

屋
の
手
伝
人
民
造
に
拝
殿
で
殺
さ
れ
た

梶
村
事
件
で
聖
城
を
血
で
汚
し
た
と
あ

っ
て
、
そ
の
年
の
十
二
月
に
藩
主
の
許

可
を
得
て
取
こ
わ
し
て
い
る
。
現
在
の

拝
殿
は
天
保
十
五
年
事
件
よ
り
実
に
十

数
年
の
歳
月
を
経
て
建
て
ら
れ
た
四
ツ

屋
根
造
り
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

奈
良
は
、
私
の
い
ち
番
い
っ
て
見
た
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
。
お
水
取
、
西
大
寺
、

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園
、
数

多
い
お
寺
や
神
社
、
万
葉
集
に
出
て
く

る
地
名
な
ど
。

奈
良
の
盆
地
に
住
み
つ
い
た
人
達
の

足
跡
を
た
ど
り
、
こ
こ
が
私
達
の
祖
先

の
ふ
る
さ
と
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

う
れ
し
か
っ
た
。
楽
し
か
っ
た
。
感

動
の
旅
で
も
あ
っ
た
。

春
燈
に

伏
し
目
が
ち
な
る
伎
芸
天

枯
色
の
雑
木
林
に
囲
ま
れ
た
静
か
な

真
言
宗
の
お
寺
の
参
道
を

一
人
の
老
人

が
掃
除
を
し
て
見
え
た
。
あ
ま
り
、
踏

込
ま
れ
て
い
な
い
こ
の
土
の
道
は
、
き

っ
と
、
訪
れ
る
人
も
少
な
か
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
軽
く
お
じ
ぎ
を
し
て
、
今

日
、　
一
番
お
あ
い
し
た
い
お
方
の
と
こ

ろ
へ
と
歩
を
は
や
め
た
。

こ
の
寺
の
造
営
は
、
桓
武
天
皇
の
時

代
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
奈
良

時
代
に
建
立
さ
れ
た
最
後
の
お
寺
で
あ

る
と
の
こ
と
、
な
る
ほ
ど
古
い
御
堂
で

あ
る
。
私
は
念
珠
を
カ
バ
ン
か
ら
出
し

た
。
途
中
、
観
光
バ
ス
の
い
ち
団
に
出

合
っ
た
。

秋
篠
寺
の
伎
芸
天
女
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
る
こ
の
お
像
は
、
全
体
が
ふ
く

よ
か
で
、
や
や
首
を
か
し
げ
、
静
か
に

は
ほ
え
ん
で
い
ら
れ
る
姿
は
、
慈
愛
に

み
ち
た
母
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
掘
辰

雄
の
随
筆

「
十
月
」
の
な
か
に
お
顔
が
、

少
し
い
た
ん
で
、
ひ
ど
く
よ
ご
れ
て
い

る
の
は
、
香
に
お
灼
け
に
な
っ
た
と
書

か
れ
て
い
る
。
又
、
印
を
む
す
ぶ
指
の

ほ
っ
そ
り
と
し
た
し
な
や
か
さ
。
な
ご

や
か
な
お
顔
で
、
な
ご
や
　
　
・
・

か
な
言
葉
で
、
今
に
も
、　
　
一．　
‐
・

か
た
り
か
け
て
下
さ
る
よ
　

一●
●
一●
●

う
な
お
姿
は
、
私
の
ま
ぶ
　
・●
●
●
●

た
か
ら
消
え
去
ら
な
い
。
　

■
●
●
●
一

こ
の
木
造
伎
芸
天
立
像
は
　
一●
・

運
慶
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
　

・
一
一
・
一

い
る
。
参
道
も
、
本
堂
も
、　
■
●
．

伎
芸
天
女
に
も
天
平
の
匂
　
一●
一
　
・●

い
が
、
い
っ
ぱ
い
残
さ
れ
　
・一●
●
●
●

て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一　
一

遠
い
む
か
し
か
ら
今
日
　
一●
●
●
●
．

ま
で
、
た
ど
り
来
た
っ
た
　
・●
●
●
●

歴
史
や
、
そ
の
史
跡
、
天
　
・●

●
一

平
文
化
の
花
を
咲
か
せ
た
　
・●
―
―
・

▼ 江 戸 期 の 様 子



文
化
財
研
修
旅
行

「
庭

三

題

」

畑

中

浄

園

中
世
北
畠
氏
館
跡
庭
園

（二
重
県

一
志
郡
美
杉
村
上
多
気
）

分
け
入
っ
て
も
分
け
入
っ
て
も
冬
の

山
。
山
頭
火
ま
が
い
の
句
が
出
る
ほ
ど

に
こ
の
庭
園
は
山
深
い
所
に
あ
る
。
′

細
雨
の
中
を
バ
ス
を
降
り
て
朱
塗
り

の
八
幡
鳥
居
を
く
ぐ
り
北
畠
神
社
に
参

拝
す
る
。
こ
の
神
社
は
南
北
朝
時
代
の

南
朝
の
忠
臣
北
畠
顕
能
を
主
神
に
、
そ

の
父
親
房
と
兄
の
顕
家
を
配
祖
し
て
い

る
。
親
房

一
三
軌
」
～
は
後
宇
多

ｏ
後

醍
醐

。
後
村
上
の
三
天
皇
に
仕
え
、
足

利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
に
そ
む
い
た
と

き
天
皇
を
奉
じ
て
吉
野
に
南
朝
を
た
て

た

（
一
三
三
六
）
ま
た
陣
中
で

「神
皇

正
統
記
」
を
選
述
し
て
南
朝
の
正
統
を

強
張
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
第
二
子
顕
能
は
建
武
二
年

（
一
三

二
五
）
伊
勢
の
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
、
こ

の
地
に
城
を
築
き
、
そ
の
子
孫
は
代
々

伊
勢
国
司
の
名
を
う
け
つ
ぎ
、
顕
能
七

世
の
孫
具
教
の
と
き
、
天
正
四
年

（
一

五
七
六
）
織
田
信
長
に
殺
さ
れ
る
ま
で

お
よ
そ
二
四

一
年
間
こ
こ
に
居
館
を
か

ま
え
て
い
た
。

境
内
の
庭
園
は
当
神
社
発
行
の

「神

社
略
記
」
に
よ
れ
ば
、
細
川
高
国
が
女

婿
北
畠
晴
具

（具
教
の
父
）
の
援
軍
を

う
け
る
た
め
享
禄
三
年

（
一
五
三
〇
）

こ
の
館
に
逗
留
し
た
折
に
造
成
し
た
と

い
う
。
高
国
は
か
の
応
仁
の
乱
の
東
軍

の
総
大
将
細
川
勝
元
の
孫
に
あ
た
り
、

室
町
末
期
の
武
将
で
あ
る
。
こ
の
庭
園

は
中
世
武
家
の
庭
園
と
し
て
数
少
な
い

名
園
と
い
わ
れ
る
。
米
字
形
に
で
き
て

い
る
と
い
わ
れ
る
池
は
深
く
岸
に
は
巨

石
が
並
び
、
杉
の
巨
木
が
繁
り
地
面
に

は
苔
が
密
生
し
て
い
る
。

北
畠
氏
が
滅
ん
で
約
半
世
紀
を
経
た

江
戸
時
代
の
初
期
寛
永
二
〇
年

（
ニ
ハ

四
三
）
北
畠
氏
の
子
孫
が
こ
の
地
に
祖

霊
を
祭
っ
て
北
畠
八
幡
宮
と
称
し
、
庭

園
は
そ
の
境
内
と
し
て
存
続
し
、
昭
和

一
一
年
に
国
の

「
名
勝
及
史
跡
」
に
指

）

定
さ
れ
た
。

中
世
の
庭
園
と
い
う
の
で
、
当
町
の

東
氏
館
跡
庭
園
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た

の
と
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に

一
驚
し
た
。
何
故
こ
の
よ
う
に
庭
園
の

様
相
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
東
氏
の

庭
園
が
長
い
間
埋
没
し
て
い
た
の
も

一

つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は

こ
の
二
つ
の
庭
園
の
造
成
時
期
の
相
違

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
氏
庭
園
が

造
成
さ
れ
た
の
は
、
東
常
縁
が
宗
祇
に

あ
て
た
文
明
四
年

（
一
四
八
二
）
と
思

わ
れ
る
書
状
に

「
―
前
略
―
此
程
当
郡

の
山
中
に
庵
室
を
構
え
候
て
、
は
ば
か

り
な
が
ら
小
倉
山
荘
に
な
ぞ
ら
え
、
老

¨
崎
村
療
“
崚
一
醸
¨
住
」
¨
』
嘲
嚇

造
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

こ
ろ
は
足
利
三
代
将
軍
義
満
の
金
閣
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
北
山
文
化
か
ら
、

八
代
義
政
の
銀
閣
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ

る
東
山
文
化
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
文

化
は
応
仁
の
乱
Ｌ
四
嵌
批

を
は
さ
ん
で

お
よ
そ
半
世
紀
の
間
で
、
義
政
が
乱
世

を
よ
そ
に
数
奇
的
な
生
活
を
お
く
り
、

禅
宗
や
中
国
の
元

。
明
の
文
化
の
影
響

を
う
け
た

「わ
び
」

。
「
さ
び
」
を
特

色
と
し
た
文
化
で
あ
っ
た
。
竜
安
寺
の

枯
山
水
の
庭

（明
部
臥
鳩
雄
戦

や
、
雪
舟

の
水
墨
淡
彩
画
な
ど
は
こ
の
東
山
文
化

の
特
色
を
現
し
て
い
る
。
東
氏
館
跡
の

庭
園
は
こ
う
し
た
東
山
文
化
の
地
方
へ

の
波
及
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
対
し
北
畠
庭
園
は
東
氏
の
庭
園
造
成

よ
り
約
半
世
紀
後
に
で
き
て
お
り
、　
一

六
世
紀
後
半
に
展
開
す
る
豪
壮
か

つ
華

麗
な
安
土
桃
山
文
化
の
先
が
け
を
な
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

池
畔
に
咲
く
真
赤
な

つ
ば
き
が
南
朝

の
悲
哀
の
歴
史
を
語
り
か
け
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
降
り
止
ま
ぬ
小
雨
の
中
を

バ
ス
は
奈
良
へ
の
道
を
走
っ
た
。

三
条
二
坊
宮
跡
庭
園

研
修
旅
行
の
二
日
日
、
午
前
九
時
に

三
条
二
坊
六
坪
の
宮
殿
跡
庭
園
を
見
学

し
た
。
こ
の
地
名
は
古
代
の
平
城
京
が

唐
の
都
長
安
を
模
し
て
つ
く
ら
れ
た
と

き
の
名
称
で
、
天
皇
の
大
内
裏
を
北
の

中
心
に
し
て
東
西
に
は
じ
る
道
を
北
か

ら

一
条
よ
り
九
条
ま
で
、
中
央
の
南
北



）

を
通
す
朱
雀
通
り
を
中
心

に
東

へ
一
坊
大
路
か
ら
四

坊
大
路

（東
京
極
）
。
反

対
の
西
に
も
同
じ
く

一
坊

大
路
か
ら
四
坊
大
路

（西

京
極
）
に
区
画
さ
れ
、
こ

の
東
西

。
南
北
の
通
り
に

よ

っ
て
で
き
た
方
形
の
地

を
坊
と
い
っ
た
。
ま
た
坊

を
さ
ら
に
東
西
南
北
の
小

路
に
よ

っ
て

三
ハ
区
に
分

け
て
こ
れ
を
坪
と
い
っ
た
。

文
化
財
研
究
所
の
方
に

案
内
を
請
う
て
隣
接
の
庭

園
に
入
る
。
池
の
西
に
復

元
さ
れ
た
長
ざ
六
間
の
切

妻
造
り

。
桧
皮
葺
き
の
建

物
か
ら
池
を
望
む
と
、
そ

の
全
ぼ
う
が
い
か
に
も
当

町
東
氏
館
跡
庭
園
に
酷
似

し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。

北
の
注
水
□
か
ら
Ｓ
字
型

に
曲

っ
て
南
に
排
水
さ
れ
、

玉
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、

岸
の
景
石
も
巨
石
を
使
わ

ず
手
ご
ろ
の
石
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
水
も
浅
く

池
に
酒
杯
を
浮
か
べ
詩
歌

を

つ
く
る
曲
水
宴
に
も
使

わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
全
長
は
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
池
の

周
囲
は
芝
が
植
え
ら
れ
、
数
本
の
枝
ぶ

り
の
よ
い
松
が
美
し
い
。
こ
の
庭
園
は

昭
和
五
〇
年
発
掘
調
査
さ
れ
、
平
成
宮

に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
軒
瓦
や
、

「
北
宮
」
と
か
か
れ
た
木
簡
な
ど
が
出

土
し
た
と
い
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
宮
殿

の
庭
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。

昭
和
五
九
年
か
ら

一
般
に
公
開
さ
れ
た

と
い
う
。
庭
園
の
周
囲
は
高
い
塀
で
か

こ
わ
れ
、
保
存
に
万
全
を
期
し
て
い
る

こ
と
は
、
当
町
の
東
氏
庭
園
跡
の
保
護

に
も
参
考
と
な

っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、　
〓

一〇
〇
年
余
も
昔
の
面
影
が
再

現
さ
れ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
、

日
本
庭
園
文
化
の
ル
ー
ツ
に
ふ
れ
た
よ

う
な
感
動
を
覚
え
、
次
の
見
学
地
西
大

寺
へ
む
か
っ
た
。

い
に
し
え
の
大
宮
人
の
哀
歓
を

さ
さ
や
く
が
ご
と
曲
水
な
が
る

春
浅
き
池
の
ほ
と
り
の
日
だ
ま
り
に

草
む
し
り
い
る
老
女

一
団

春
霞
む
若
草
山
を
借
景
に

い
に
し
え
人
は
何
お
も
い
し
か

平
成
二
年
度
　
事

業

報

告

大
和
町

文
化
財

保
護

協
会

４
月
５
日
　
第
１
回
執
行
部
会
、
役
員
会
提
案
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
名

４
月
２０
日
　
会
計
監
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
名

４
月
２０
日
　
役
員
会
　
一別
年
度
事
業
報
告
　
決
算
の
承
認
　
新
年
度
事
業
計
画

予
算
案
　
総
会
の
計
画
　
役
員

一
部
改
選
に
つ
い
て
　
　
　
　
１６
名

５
月
１
日
　
機
関
誌

「文
化
財
や
ま
と
第
十
五
号
」
発
行

５
月
２４
日
　
県
理
事
会
　
会
長
出
席

５
月
３０
日
　
第
２
回
執
行
部
会
　
総
会
の
進
行
に
つ
い
て

６
月
１２
日
　
第
３
回
執
行
部
会
　
総
会
の
資
料
製
本

古
道
か
く
れ
井
戸
踏
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
名

６
月
１７
日
　
総
会
並
び
に
記
念
講
演
会
　
小
瀬
洋
喜
先
生
　
　
　
　
　
　
　
３３
名

６
月
２６
日
　
本
会
２０
周
年
総
会
出
席
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
名

７
月
２２
日
　
町
内
文
化
財
め
ぐ
り
　
牧
、
剣
、
万
場
地
内
　
　
　
　
　
　
　
２２
名

７
月
２５
～
２８
日
　
本
会
２０
周
年
記
念
事
業
韓
国
文
化
財
を
訪
ね
て

研
修
旅
行
参
加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
名

８
月
７
日
　
薪
能
く
る
す
桜
協
賛

８
月
８
日
　
県
理
事
会
　
会
長
出
席
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
名

１０
月
１７
日
　
郷
土
史
勉
強
会

大
昔
の
人
々
の
祈
り

（佐
藤
と
き
子
先
生
）
　
　
　
　
　
　
　
１６
名

１１
月
３０
日
　
第
４
回
執
行
部
会

一
泊
研
修
旅
行
の
計
画
、
役
員
会
提
案
事
項
　
　
　
　
　
　
　
４
名

‐２
月
１３
日
　
役
員
会

一
泊
研
修
旅
行
の
計
画
、
「文
化
財
や
ま
と
」
の
原
稿
募
集

　

１８
名

１
月
２５
日
　
第
５
回
執
行
部
会
　
一
泊
研
修
旅
行
の
計
画
　
　
　
　
　
　
　
６
名

１
月
３‐
日
　
一
泊
研
修
旅
行
の
募
集

３
月
１４
～
‐５
日
　
一
泊
研
修
旅
行

北
畠
庭
園
　
一
一月
堂
火
祭
り
　
笠
置
山
　
外
　
　
　
　
　
２４
名

３
月
２７
日
　
本
会
理
事
会
　
会
長
出
席
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
名
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春
の

一
泊
研
修
旅
行

有
　
　
代
　
　
信

五
ロ

今
回
の
研
修
旅
行
は
、
当
町
に
あ
る

「東
氏
館
跡
庭
園
」
と
同
じ
室
町
時
代

に
で
き
た
中
世
武
将
の
庭
園

「
北
畠
庭

園
」
を
見
学
す
る
の
と
、
奈
良
東
大
寺

二
月
堂
の
火
祭
り
に
参
詣
す
る
こ
と
を

主
眼
と
し
、
併
せ
て
奈
良
の
古
寺
の
仏

像
を
訪
ね
て
の
研
修
旅
行
で
あ
っ
た
。

二
月

一
四
日
午
前
七
時
、　
ア
〓

一四

名
が
自
山
観
光
の
バ
ス
で
出
発
し
た
。

ま
ず
、　
一
番
始
め
に
訪
ね
た
の
が
、
三

重
県

一
志
郡
三
杉
村
に
あ
る
北
畠
庭
園

で
あ
る
。
白
山
町
で
昼
食
を
す
ま
し
、

途
中
か
ら
八
手
俣
川
に
沿
っ
て
道
幅
の

狭
い
県
道
を
逆
上
る
こ
と
約
二
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、　
一
時
間
余
か
か
っ
て
よ
う

や
く
到
着
。
折
り
か
ら
冷
た
い
小
雨
が

降
り
だ
し
、
ゆ
っ
く
り
観
賞
す
る
ゆ
と

り
が
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。

こ
こ
の
歴
史
は
南
朝
の
忠
臣
北
畠
親
一房

の
子
、
顕
能
が
こ
の
地
に
霧
山
城
を
築

き
、
足
利
氏
に
対
抗
し
て
大
義
を
貫
い

た
。
そ
れ
以
後
八
代
二
四
〇
年
、
代
々

伊
勢
国
司
と
し
て
こ
の
地
に
居
城
し
た

が
、
天
正
四
年
に
織
田
信
長
の
謀
略
に

よ
り
八
代
城
主
具
教
が
殺
さ
れ
て
北
畠

氏
は
滅
ん
だ
ｃ

こ
の
庭
園
は
、
北
畠
氏
居
館
の
遺
跡

で
七
代
晴
具
の
時
代
享
禄
三
年

（
一
五

三
〇
）
の
こ
ろ
、
晴
具
の
夫
人
の
父
細

川
高
国
が
将
軍
の
命
を
受
け
て
こ
の
地

に
逗
留
し
て
い
る
時
に
作
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
総
面
積
八
五
〇
坪
、
武
家

書
院
庭
園
で
あ
り
、
池
の
汀
線
が
複
雑

に
屈
曲
し
て
い
る
。
殊
に
護
岸
の
石
が

大
き
く
、
築
山
の
全
体
的
な
景
観
は
豪

華
で
実
に
見
事
で
あ
る
。
ま
た
、
目
通

り
四
、
五
メ
ー
ト
ル
と
い
わ
れ
る
大
杉

も
庭
園
を
ど
っ
し
り
と
し
た
も
の
に
し

て
い
る
。
因
み
に
こ
の
庭
園
は
昭
和

一

一
年
九
月
に
国
の

「名
勝
及
び
史
跡
」

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
名
張
市
ま
で
は
、
こ
れ
も

狭
い
道
で
途
中
の
峠
で
は
時
な
ら
ぬ
春

雪
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
恙
な
く

）

予
定
通
り
午
後
四
時
前
に
奈
良
に
着
く
。

旅
館
は

「春
日
荘
」
、
火
祭
り
を
拝

観
す
る
た
め
に
到
着
後

一
五
分
休
憩
で

す
ぐ
宴
会
、
明
る
い
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の

豪
華
な
部
屋
で
の
宴
会
に
皆
さ
ん
ま
ず

は
大
満
足
の
様
子
で
あ
っ
た
。

☆
二
月
堂
の
火
祭
り

バ
ス
で
大
仏
駐
車
場
ま
で
、
そ
れ
か

ら
徒
歩

一
〇
分
二
月
堂
に
着
く
。
火
祭

り
の
大
た
い
ま
つ
の
点
火

一
五
分
前
で

あ
っ
た
。
山
を
背
景
に
し
た
舞
台
作
り

の
本
堂
の
廊
下
に
ず
ら
り

一
〇
本
の
大

た
い
ま
つ
が
並
び
、
花
火
の
よ
う
な
火

の
紛
が
滝
の
よ
う
に
降
っ
て
実
に
壮
観

な
眺
め
で
あ
る
。
終
わ
っ
て
本
堂
に
お

参
り
す
る
。
こ
こ
か
ら
眺
め
る
奈
良
の

夜
景
は
実
に
す
ば
ら
し
い
。

☆
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園

翌
日
は
、
三
条
大
路

一
丁
目
に
あ
る

「
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園
」

を
見
学
す
る
。
こ
の
庭
園
は
奈
良
時
一代

の
庭
園
と
し
て
原
形
を
よ
く
と
ど
め
た

貴
重
な
遺
構
と
し
て
学
術
的
に
も
大
変

価
値
の
高
い
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

庭
園
は
玉
石
を
敷
き
つ
め
た
幅

一
五
メ

ー
ト
ル
、
総
長
五
五
メ
ー
ト
ル
の
園
池

を
中
心
に
し
た
庭
園
で
テ
ー
プ
に
よ
る

説
明
を
聞
き
な
が
ら
観
賞
す
る
。
昭
和

五
三
年
に
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。

☆
西
大
寺

計
画
で
は
法
華
寺
を
拝
観
と
な
っ
て

い
た
が
、
変
更
し
て
西
大
寺
に
行
く
。

バ
ス
の
中
で
河
合
先
生
が
西
大
寺
、
秋

篠
寺
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
下
さ
る
。

今
日
か
ら
寺
宝
展
が
開
か
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
早
速
拝
観
す
る
。
西
大
寺
は

奈
良
時
代
の
天
平
宝
字
八
年

（七
六
四

）
に
称
徳
天
皇
が
鎮
護
国
家
と
平
和
祈

願
の
た
め
に
創
立
さ
れ
た
も
の
の
由
。

宝
暦
二
年
建
立
の
本
堂
に
お
参
り
す
る

堂
内
は
お
び
た
だ
し
い
仏
さ
ま
が
い
っ

ぱ
い
で
あ
る
。
本
尊
は
釈
迦
如
来
立
像

（重
文
）
で
建
長
元
年
に
京
都
嵯
峨
の

清
涼
寺
の
三
国
伝
来
の
釈
迦
如
来
像
を

仏
師
法
橋
ら
が
模
刻
し
た
霊
像
と
の
こ

と
で
あ
る
。
四
年
前
の
研
修
旅
行
で
京

都
の
嵯
峨
野
の
清
涼
寺
の
三
国
伝
来
の

釈
迦
如
来
像
を
拝
観
し
た
時
の
こ
と
を

思
い
起
こ
し
な
が
ら
お
参
り
し
た
。

☆
秋
篠
寺

西
大
寺
を
出
て
北
へ
少
し
車
を
進
め

る
と
、
部
び
た
秋
篠
の
里
、
雑
木
林
の

中
に
簡
素
で
境
内
の
明
る
い
秋
篠
寺
に

着
く
。
本
堂

（国
壺↓

は
奈
良
時
代
の

様
式
を
伝
え
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
大
修

理
が
行
わ
れ
た
も
の
の
由
、
ご
本
尊
は

薬
師
瑠
璃
光
如
来

（重
文
）
、
そ
の
両

脇
に
日
光
菩
薩

・
月
光
菩
薩
、
ま
た
、

そ
の
左
に
伎
芸
天
立
像
が
立
っ
て
み
え

）

る
。
こ
の
仏
像
の
特
徴
は
頭
部
が
乾
漆

で
天
平
時
代
の
作
、
体
部
が
寄
木
作
り

で
鎌
倉
時
代
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
鎌

倉
時
代
に
修
復
が
行
わ
れ
た
た
め
と
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
重

文
指
定
で
あ
り
、
そ
の
外
に
も
多
く
の

仏
像
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
河
合
先
生
が

丁
寧
に
説
明
し
て
く
だ
さ
る
。

ち
ょ
う
ど
お
昼
あ
時
間
と
な
っ
た
の

で
、
万
葉
植
物
園
の
西
川
先
生
の
紹
介

し
て
く
だ
さ
っ
た
奈
良
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

の
大
和
料
理

「萬
佳
」
で
昼
食
、
こ
こ

で
、
天
平
時
代
に
宮
中
に
て
催
さ
れ
た

酒
宴
を
現
代
風
に
再
現
し
た
と
い
う
料

理
を
い
た
だ
く
。
珍
し
い
の
と
お
い
し

い
の
と
で
ゆ
っ
く
り
い
た
だ
い
た
。

☆
笠
置
山

国
道
１
６
７
号
線
か
ら
、
木
津
川
に

か
か
る
笠
置
大
橋
を
渡
っ
て
、
標
高
二

八
八
メ
ー
ト
ル
の
笠
置
山
に
歩
い
て
登

る
。
元
弘
元
年

（
一
三
三

一
）
後
醍
醐

天
皇
が
北
条
氏
に
追
わ
れ
て
こ
の
山
に

難
を
逃
れ
て
約

一
ケ
月
逗
留
さ
れ
た
と

い
う
行
在
所
跡
や
日
本

一
大
き
い
弥
勒

磨
涯
仏
、
笠
置
寺
な
ど
を
拝
観
し
て
回

る
。
途
中
に
驚
く
ほ
ど
大
き
な
丸
石
の

多
い
の
に
目
を
見
張
り
つ
つ
下
山
し
た
。

途
中
山
越
え
の
狭
い
道
を
通
っ
て
信

楽
町
に
出
る
。
こ
こ
で
信
楽
焼
の
市
場

に
て
旅
の
思
い
出
に
と
信
楽
焼
の
焼
き
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も
の
を
買

っ
て
帰
途
に
就
く
。

以
上
簡
単
に
全
行
程
に
つ
い
て
報
告

し
ま
し
た
。
感
動
さ
れ
た
こ
と
、
良
か

っ
た
こ
と
、
悪
か

っ
た
こ
と
な
ど
の
感

想
に
つ
い
て
は
、
参
加
さ
れ
た
外
の
方

が
感
想
文
を
お
寄
せ
下
さ
る
こ
と
か
と

思
い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
お
読
み
く
だ

さ
い
。

今
回
の
研
修
旅
行
で
バ
ス
の
定
員
の

二
五
名
に
合
わ
せ
て
二
五
名
で
締
め
切

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
た
め
に
参
加

）

希
望
の
方
で
数
名
の
方
を
お
断
り
致
し

ま
し
た
。
申
し
訳
な
く
お
詫
び
い
た
し

ま
す
。

何
百
年
前
、
千
何
百
年
前
の
仏
師
、

工
匠
達
が
精
魂
込
め
て
作
り
上
げ
た
多

く
の
仏
像
や
建
物
な
ど
こ
の
目
で
見
、

こ
の
手
で
触
る
感
動
こ
そ
文
化
財
研
修

の
醍
醐
味
と
も
冥
加
と
も
言
え
ま
し
ょ

う
。
今
後
と
も
会
員
の
皆
様
に
は
こ
う

し
た
研
修
会
に
は
進
ん
で
ご
参
加
下
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

一
泊
研
修

参
加
者
名

（万
場
）
畑
中
浄
園

・
井
俣
初
枝

・
黒

岩
き
く
ゑ

（剣
）
河
合
俊
次

。
河
合
久

子

・
奥
村
千
代
子

（
人
間
見
）
日
置
繁

ｏ
日
置
智
恵
子

。
小
野
江
選
量

。
大
野

一
道

（徳
永
）
土
松
新
逸

・
渡
辺
明
夫

・
山
内
孝

一
・
矢
野
原
幸
子

・
矢
野
原

剛
子

。
木
島
洋
女

（名
皿
部
）
有
代
信

吾

。
有
代
和
夫

・
尾
藤
由

（牧
）
金
子

徹

・
粥
川
溜

。
本
田
欽

一
。
日
置
元
衛

（栗
巣
）
島
崎
増
造

町
指
定
文
化
財

本
年
度
、
左
の
二
件
が
町
指
定
に
な

り
ま
し
た
。

重
要
文
化
財
指
定

伝
木
蛇
寺
本
尊

（牧
）

天
然
記
念
物
指
定

カ
ワ
シ
ン
ジ

ュ
ガ
イ

（場
皿
）

）

ｏ
木
蛇
寺
本
尊
と
伝
え
る
こ
の
木
像

は
体
形
か
ら
み
て
阿
弥
陀
如
来
像
と
考

え
ら
れ
る
。
高
さ
四
七

卸
・
台
座

一
四

御
、
朝
倉
勢
が
来
襲
し
た
時
、
難
を
牧

の
山
中

（仏
ガ
洞
）
に
さ
け
て
い
た
が

の
ち
洪
水
に
あ

っ
て
流
出
し
た
の
を
拾

い
上
げ
た
と
伝
え
る
。
牧
の
遠
藤
周

一

氏
宅
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

ｏ
場
皿
の
カ
ワ
シ
ン
ジ

ュ
ガ
イ
は
、

幼
貝
は
黄
褐
色
、
老
成
員
は
黒
色
で
あ

る
。
大
き
い
貝
は
殻
長

一
三

ｍ
。
殻
高

六

伽
ぐ
ら
い
で
、　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

古
く
こ
の
貝
に
よ
っ
て
真
珠
を
と

っ
て

い
た
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。
管
理
者
は

島

（場
皿
）
の
森
尾
清
左
衛
門
氏
で
あ

ＺＯ
。

▲ 西 大 寺 に

カワシンジュガイ生息地木 蛇 寺 本 尊
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文
芸

欄

土

松

新

逸

北
畠
氏
館
跡
庭
園

名
将
の
思
い
残
れ
る
庭
石
を
ぬ
ら
し
て

寒
き
雨
降
り
出
で
ぬ

立
石
を
と
り
ま
く
石
群
寂
と
し
て
木
の

下
か
げ
に
う
す
ひ
か
る
な
り

二
月
堂
火
祭
り

高
殿
に
並
び
し
た
い
ま
つ
燃
え
立
ち
て

火
の
玉
と
な
り
闇
に
き
ら
め
く

高
殿
に
燃
え
盛
る
火
を
仰
ぎ
つ
つ
凡
夫

の
わ
れ
ら
た
だ
う
つ
つ
な
し

お
た
い
ま
つ
消
え
た
る
後
は
ひ
っ
そ
り

と
み
堂
の
お
屋
根
暗
が
り
に
立
つ

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園

曲
水
の
宴
げ
を
こ
こ
に
楽
し
み
し
古
え

歌
人
お
ぼ
ろ
に
立
た
す

岩
島
は
に
ぶ
く
朝
の
日
に
ひ
か
り
澄
み

て
流
る
る
水
面
に
映
ゆ
る

秋
篠
寺

お
ん
前
に
ま
た
も
侍
り
て
お
ろ
が
む
も

短

寄
り
つ
離
り
つ
た
だ
う
つ
つ
な
く

人
間
の
争
い
の
う
ず
に
み
仏
も
か
な
し

く
お
ん
身
焼
か
れ
た
ま
い
し

笠
置
山

天
皇
も
苦
悩
の
幾
日
越
し
ま
せ
し
笠
置

の
山
路
心
し
て
行
く

都
遠
き
こ
の
山
坂
を
何
を
思
い
す
め
ら

み
こ
と
は
歩
き
た
ま
い
し

信
楽
の
街

大
た
ぬ
き
小
た
ぬ
き
並
ぶ
し
が
ら
き
の

街
を
さ
ま
よ
う
た
ぬ
き
に
な
り
て

見
れ
ば
見
る
ほ
ど
幾
様
の
顔
親
し

た
ぬ
き
に
心
残
し
て
去
る
も

矢
野
原
　
幸
　
子

裸
木

歳
月
は
さ
ぶ
し
え
愛
の
記
憶
す
ら

お
ぼ
ろ
と
な
り
て
宵
の
裸
木

吸
ひ
あ
ぐ
る
は
春
の
水
か
も
み
づ
み
つ
と

裸
木
の
梢
の
う
す
べ
に
の
い
ろ

南
無
と
の
み
読
め
る
小
さ
き
墓

一
基

明
日
は
彼
岸
と
い
ふ
闇
が
あ
る

ら
ん
ま
ん
の
花
に
あ
そ
び
て
現
身
の

た
ま
ゆ
ら
ま
な
こ
冷
え
て
く
る
と
き

歩
を
ゆ
る
く
ゆ
る
く
は
こ
び
ぬ
今
生
の

花
の
い
の
ち
の
狂
る
ヽ
が
に
降
る

）

日
　
置
　
智
恵
子

回
廊
に
焔
の
宴
束
の
間
の

二
月
堂
あ
た
り
人
の
ど
よ
め
く

た
い
ま

つ
の
火
振
り
あ
や
し
く
空
に

舞
い
風
に
火
粉
は
流
れ
と
な
れ
り

秋
篠
寺
苔
む
す
庭
は
萌
え
そ
め
て

生
駒
岳
は
か
す
み
て
見
ゆ
る

お
ん
と
し
は
い
く

つ
に
お
わ
す
伎
芸

天
結
ぶ
御
指
の
瑞
瑞
し
く
あ
り

笠
置
山
四
方
は
け
わ
し
き
谷
な
り
き

行
在
所
跡
は
枯
草
の
中

黒
　
山石
　
き
く
ゑ

お
水
取
り
火
の
粉
を
か
ぶ
る
旅
衣

残
照
に
ま
み
れ
し
鶏
鐘
か
す
む

落
暉
い
ま
鵬
尾
を
も
や
し
て
棚
か
す
み

井
　
俣
　
は
つ
え

北
畠
越
え
行
く
山
路
雪
と
な
り

昨
日
の
雪
残
る
信
楽
里
に
入
る

坂
多
き
笠
置
山
道
冬
い
ち
ご

小
　
池
　
八
重
子

レ
ー
ル
バ
ス
通
り
し
あ
と
に
す
み
れ
草

花
の
下
な
ら
び
て
き
そ
ふ
姫
こ
ぶ
し

風
邪
な
が
く
病
み
て
桜
も
ち
り
に
け
り

田
　
中
　
ま
さ
を

盆
梅
や
夫
の
遺
品
の

一
二
輪

雨
ひ
と
日
紙
雛
の
彩
や
は
ら
か
に

春
の
雪
今
日
の
ひ
と
日
を
大
切
に

相ト

木
　
島

　

　

泉

水
音
へ
夢
の
つ
づ
き
の
春
寒
し

春
雪
の
窓
に
仮
置
く
く
じ
ら
尺

落
椿
こ
こ
ろ
の
芯
の
張
れ
ば
鳴
る

佐
　
藤
　
津
　
代

野
水
仙
越
前
街
道
暮
れ
か
か
る

か
げ
ろ
ふ
や
指
で
窓
ふ
く
越
の
旅

日
だ
ま
り
に
話
尽
き
ざ
る
女
ど
ち

丹
　
羽
　
フ
ミ
子

姑
の
座
の
わ
れ
に
な
じ
ま
ぬ
春
の
闇

二
月
や
ふ
り
分
け
髪
の
子
の
背
丈

二
月
や
ノ
ー
ト
見
せ
あ
ふ
汽
車
の
旅

坪
　
井
　
伸
　
子

花
嫁
に
触
れ
て
も
み
た
し
牡
丹
雪

猫
の
鈴
ひ
び
き
雪
降
る
夜
と
な
り

ふ
た
り
居
の
膳
に

一
品
ふ
き
の
と
う

横
　
枕
　
千
代
子

子
連
れ
鹿
く
ぐ
り
行
く
な
り
棚
の
下

春
の
日
に
猫
た
む
ろ
す
る
眼
鏡
橋

水
ぬ
る
み
鯉
太
り
た
る
和
紙
の
里

）

田
　
中
　
　
　
裕

一
人
来
て
沖
縄
の
春
あ
た
た
か
し

「
や
ま
な
み
」
に
妻
の
名
も
あ
り
花
静
か

戦
友
と
涙
し
酔
ふ
や
花
の
下

日
　
置
　
　
　
繁

統
ヽ
モ
ザ
三
条
二
坊
の
宮
近
き

椰
の
葉
に
幸
せ
祈
る
お
水
取
り

一
握
の
白
き
未
練
の
雪
つ
ぶ
て

内
ケ
島
　
う
め
子

篠
脇
の
城
な
き
跡
も
か
す
み
け
り

新
し
き
佛
の
あ
り
し
彼
岸
寺

あ
ら
れ
持
ち
て
隣
り
の
雛
を
拝
見
す

下
　
広
　
す
ゑ
乃

座
ぶ
と
ん
の
凹
み
に
春
日
や
は
ら
か
し

除
雪
車
を
先
頭
に
ゆ
く
葬
の
列

ま
ん
さ
く

金
績
梅
の
ほ
ろ
り
こ
ば
れ
て
薬
売
り

有
　
代
　
信
　
吾

か
た
く
な
に
田
を
守
り
き
て
畦
を
焼
く

鍬
の
上
足
で
落
し
て
蛙
の
目

種
売
り
と
鎌
売
り
が
春
つ
れ
て
く
る

-10-



平
成
二
年
度

会
員
名
簿

（
順
序
不
同
）

（氏
　
名
）

（役
名
）

（電
話
番
号
）

ｌ
剣
Ｉ

山
下
　
運
平

（顧
間
）

旗
　
　
勝
美

（顧
間
）

村
瀬
　
士暑
八

山
下
　
真

一

河
合
　
俊
次

（
理
事
）

畑
中
　
康
蔵

畑
中
　
定
夫

畑
中
　
茂
雄

（理
事
）

小
池
　
久
江

（
理
事
）

国
枝
　
貞
雄

山
下
ふ
み
え

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
）

河
合
　
　
恒

河
合
　
芳
英

加
藤
　
小
市

奥
村
千
代
子

加
藤
　
勝
二

武
藤
美
恵
子

河
合
　
久
子

一 一 六 〇 三 二 三 七 三 二 八 〇 四 一 三 二 五 七 一 五 二 四 一 〇 四
〇 九 八 二 二 〇 五 九 〇 〇 〇 七 八 〇 二 九 七 一 六 〇 四 九 二 三 〇
三 〇 七 二 九 四 八 二 〇 一 二 二 八 七 七 三 六 ― 八 七 六 五 八 一 六

田
仲
　
龍
子

―
大
間
見
―

野
田
　
直
治

（顧
問
）

村
井
　
正
蔵

（監
事
）

青
木
　
新
三

日
置
　
　
繁

（理
事
）

大
野
　
紀
子

ο
野
田
　
英
志

小
野
江
選
量

（
理
事
）

清
水
　
一
作

山
下
　
直
美

池
田
　
充
彦

小
野
江
　
勉

池
田
　
栄
枝

池
田
　
恒
純

日
置
智
恵
子

（理
事
）

松
井
　
　
直

（理
事
）

坪
井
　
政
夫

松
井
　
賢
雄

古
田
　
　
忠

井
口
　
一
雄

佐
藤
　
秀
夫
´

藤
代
　
順
行

松
井
　
　
薫

松
井
　
と
志

池
田
　
柳
松

―
小
間
見
…

“

代
　
俊
雄

（理
事
）

島
崎
　
英
二

ｏ
平
沢
　
　
勤

畑
中
　
真
澄
　
　
　
　
　
一
一四
四

一

石
神
　
発
生
　
　
　
　
　
一
一四

一
三

稲
葉
　
春
吉
　
　
　
　
　
一
一五
〇
三

黒
岩
き
く
ゑ
　
　
　
　
　
一
一四
六
〇

寛
　
　
明
代
　
　
　
　
　
一
一五
三
二

三
島
　
秋
男

（鋼
講
）
　

二
四
六

一

桑
田
　
和
子
　
　
　
　
　
一
一四

一
九

桑
田
　
渥
見
　
　
　
　
　
一
一四
四
六

桑
田
　
信
夫
　
　
　
　
　
一
一四

一
八

黒
岩
　
弘
巳
　
　
　
　
　
一
一四
五
八

／
井
上
　
昌
保

（理
事
）
　

一
一五
二

一

の
井
俣
　
初
枝
　
　
　
　
　
一
一七
五
八

―
徳
永
―

木
島
　
　
泉

（副
会
長
）
四

一
八
二

鷲
見
　
鈴
子
　
　
　
　
　
一
一〇
〇
五

鷲
見
　
お
と
　
　
　
　
　
一
一
一
八
九

直
井
す
ゞ
江
　
　
　
　
　
一二
五
九
二

矢
野
原
幸
子

（理
事
）
　

一
一〇
七
七

鷲
見
　
ゆ
き
　
　
　
　
　
一
〓
一八
九

レ
田
中
ま
さ
を

（理
事
）
　

一
一〇
六
七

山
内
喜
久
子
　
　
　
　
　
一
〓
ハ
三
ハ

木
島
　
洋
女
　
　
　
　
　
一
一五
九

一

土
松
　
新
逸

（理
事
）
　

一
一七
三

一

遠
藤
　
賢
逸
　
　
　
　
　
一
一
〓

一
一

渡
辺
　
明
夫
　
　
　
　
　
一
〓
ハ
九
五

木
島
　
一二
郎
　
　
　
　
　
一二
五
九
〇

矢
野
原
吉
夫
　
　
　
　
　
一
一
〓
二
九

山
内
　
孝

一　
　
　
　
　
一
一五
八
四

―
河
辺
―

清
水
　
幸
江

（理
事
）
　

一
一〇

一
九

横
枕
千
代
子

（理
事
）
　

一
〓
二
八
九

小
池
八
重
子
　
　
　
　
　
一
一〇
四
八

ヽ

´

）

前
田
　
　
孝

前
田
　
　
鈴

臼
田
と
も
子

臼
田
百
合
子

―
神
路
―

森
　
　
忠
敬

（顧
問
）

日
田
　
尊
徳

ｏ

羽
生
　
　
清

山
田
　
真
人

（理
事
）

―
牧
―

金
子
　
　
徹

（理
事
）

滝
日
　
準

一
（理
事
）

粟
飯
原
高
照

土
松
　
康
二

日
置
　
貞

一

土
松
　
貞
二

日
置
　
　
昇

遠
藤
　
米
吉

遠
藤
　
光
平

遠
藤
　
周

一

滝
日
　
義

一
（
理
事
）

滝
日
　
　
治

田
口
　
勇
治

斉
藤
　
太
門

（理
事
）

日
置
　
一
朗

松
森
　
益
吉

加
藤
　
一
男

清
水
　
　
定
　
　
．

日
置
　
一九
衛

粥
川
　
　
溜

本
田
　
欽

一

野
田
　
一
末

一
一一一一二ハ
一

二

一
八
五

一
一一一一一
一一二

二
四
三
六

三
二
五
四

二
二
三
〇

三
二
八
五

二
七
二
六

三
〇
八
六

二
九
二
八

三
〇
九
〇

二
七
二
五

二
二
八
五

二
八
七
九

二
〇
五
二

四
〇
八
五

四
〇
九
二

二
九
九

一

四
〇
九
〇

四
〇
二
〇

四
〇
〇

一

三
〇
六
〇

二
九
九

一

四
〇
八
五

二
二
五
五

二
九
六
五

三
〇
三
七

三
九
二
七

―
万
場
…

畑
中
　
浄
園

（副
会
長
）
二
四
四

一

三
四
二
六

二
七
〇
五

一
一一二
エハ
一
一

二
七
二
九

一　
一エハ
エハ
一　
一

二
九
八
〇

一二
エハ
〓
一二ハ

一壬
全

一七

二
九
八

一

二
八
九
〇

三
〇
六
二

三
四
〇
六

三
九
五
〇

二
九
二
二

三
六
七
四

三
九
二
三

二
八
七
〇

二
七

一
〇

三
四

一
七

三
三
七
八

三

一
六
〇

三
〇
四
三

―
栗
巣
―

島
崎
　
増
造

（監
事
）

増
田
　
洋
子

寛
　
政
之
助

（理
事
）

中
山
周
左
ヱ
門

武
田
　
信
康

鷲
見
　
豊
夫

野
田
　
光
誠

―
古
道
―

細
川
　
　
優

（理
事
）
　

二
八
六

一

清
水
　
克
巳
　
　
　
　
　
一
一八
六
二

野
口
紀
代
子
　
　
　
　
　
一二
〇
八
四

―
名
皿
部
‥

有
代
　
信
吾

（艶
講
）
　

一二
七
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
―

（会
長
）

（
理
事
）

一七
〇
六

一六
八
四

一二ハ
エハ
ルＬ

二
六
四
八

二
六
四
八

一五
五
四

一七
九

一

一七
九
二

一エハ
一
一一
一

（
理
事
）

昇軍出森自由得襟襟
篤   数 昌 長 甚 雅
美 篤 良 雄 枝 次 一 毅 幸

四 三 二 二 四 四 二
〇 七 二 七 〇 〇 二
二 八 八 二 三 四 三
七 八 四 八 一 一 六

-11-



平
成
三
年
度

事
業
計
画
（案
）

４
月
　
執
行
部
会

５
月
　
役
員
会

機
関
誌

「
文
化
財
や
ま
と
」

発
行

６
月
　
執
行
部
会

総
会
並
び
に
研
修
会

７
月
　
文
化
財
め
ぐ
り

東
氏
館
跡
庭
園
草
取
り
作
業

８
月
　
薪
能
協
賛

９
月
　
執
行
部
会

１０
月
　
郷
土
史
勉
強
会

‐２
月
　
執
行
部
会
　
役
員
会

２
月
　
執
行
部
会
　
役
員
会

３
月
　
一
泊
研
修
旅
行

マ  ィ

マ
ル

婢度への繰越
!掻″絆6端燃2=層編議

平成2年度大和町文化財保護協会 〔爛 平成 3年度大和町文化財保護協会予算書 〔剰

〔収入の部〕 (単位 円) 〔収入の部〕 (単位 円 )

）

「文
化
財
や
ま
と
」
第

一
六
号
　
平
前
三
年
五
月

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

”
森
藤
　
幸
　
印
刷
者
／
白
鳥

タ
イ
プ
印
刷

後

◇

「
梅
も
桜
も
散
り
は
て
て
、
す
で
に

柳
は
深
み
ど
り
」
の
候
と
な
り
ま
し
た
。

長
か
っ
た
冬
を
終
わ
っ
て
、
会
員
の
皆

様
に
は
、
お
元
気
で
お
活
躍
の
こ
と
と

存
じ
ま
す
。

０
△
ム報
第

一
六
号
を
お
と
ど
け
い
た
し

ま
す
。
こ
の
た
び
も
す
ば
ら
し
い
玉
稿

を
い
た
だ
い
て
、
本
号
を
充
実
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
執
筆
し
て
下
さ
っ

た
か
た
が
た
に
深
謝
し
ま
す
。
と
く
に

奈
良
方
面
へ
の
研
修
旅
行
の
概
要
は
、

参
加
で
き
な
か
っ
た
会
員
の
か
た
が
た

に
は
参
考
と
し
て
味
読
し
て
下
さ
い
。

◇
今
夏

（八
月
七
日
）
も
昨
年
同
様
、

薪
能

「く
る
す
桜
」
が
協
賛
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
芸
能
は
回
を
重
ね
る
ほ
ど
、

理
解
も
深
ま
り
ま
す
。
私
達
は
も
ち
ろ

ん
、
多
く
の
町
民
に
観
賞
し
て
い
た
だ

く
よ
う
協
力
し
た
い
も
の
で
す
。

Ω
夏
の

一
日
文
化
財
見
学
、
秋
の
郷
土

史
勉
強
会
、
来
春
の

一
泊
研
修
旅
行
な

ど
、
当
協
会
の
お
も
な
行
事
に
は
是
非

お
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

◇
気
候
不
順
の
こ
の
ご
ろ
、
会
員
の
皆

様
の
ご
康
寧
を
念
じ
ま
す
。

（畑
中
）

項 目 予鰤 早彗帰 増減 摘 要

前年度繰越金 145354 154753 へ9899

会 費 l llal lxx 1 030 1XXl 0

1会   費 8001X 280 1XXl 会員 140名

1特 別 会 費 7m Oα 75tl lXXl 0

補  助  金 m lxx ∞ 囲 0

寄  附  金 l lXX i lXXl 0

諸 収  入 364G 4247 ∞ 1

合   計 12∞ lXX 1 240 1XD △!O IXXl

項    目 予算額 決算額 増 減 摘 要

前年度繰越金 1547蜃 1547"

会 費 !030.lXX 880 躙 4ゞ9 GXl

1会   費 280 1XX 278 01Xl △ 2 1XXl 会員 139名

1特 別会 費 7m lIX CI〕2 [【】D 4ゞ7 uXl

補 助  金 511 1XX 50 tXXl

寄  附  金 l lIX 8.lXXl 7圃 森藤会長 3,lX10円

県 本 部 5,0"円

諸  収  入 424 2523 △ 1724

合   計 !240 1XX 1095.“ 4ゞ224

〔支出の部〕

項    目 予算額 華畳嘉 増減 摘 要

会  議  費 90 1XX 90 1XXl

1総 会 費 50 1XX

"OIXl
1役 員 会 費 40001 40 1XXl

事  業  費 92tl Щ 910 11Xl !O IXXl

1研 修 費 350 1XX 860 1XXl 0

1会報発行費 ∞ OⅨ m olxl 10 1XXl

事 務 局 費 ∞ lXX ∞ 硼 0

1消 耗 品 費 5 1XX 5 1XXl 0

1通 信 費 15 1XX 15 1XXl 0

1旅   費 10 1XX 10 1Hl 0

|そ の 他 6 1XX 6 1XIl 0

負 担  金 143 1XX 143 01Xl 0 案塁」贔亀m田
予 備  費 41 1XX 61 1Xlll 型 O IXXl

合  計 12∞ lXX :.240 1XXl △10 1XXl

〔支出の部〕

項   目 予算額 決算額 増減 摘   要

会  議  費 0_lXI 69噛 △21110

隔 ｀ 費 Ю Oα 38 1XXl ヽ12 1XX

1役 員会 費 40.lXX 31.91Xl △ 8 11Xl

事  業  費 910 1XX 7287" 11812優

1研 修 薔 86001X 675762 、1,口 ,“

1会報発行費
"lXX

田 lXXl 3 1XK

事 務 局 費 36 1XX 0 ゝ∞ lXX

1消 耗 品 費 501X 0  ゝ5 1XX

1通 信 費 1501X 0 ゝ1501X

0  ゝ10 1Xll

|そ の 他 6 1XX 0 へ 6皿

負  担  金 143 1XX 138 1XXl △ 5 1XX 会員 138名

予  備  費 6i lXX 137∞ △ 47241 薪能 10,田 他

合  計 1 240 1XX 9田 422 全並妥Ю 571

言已
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