
明
建
神
社
の
社
叢

（岐
阜
県
天
然

記
念
物
）

へ
西
か
ら
入
り
、
二
三
〇

屑
余
の
桜
並
木

（横
大
門
と
い
う
）

の
東
西
両
端
に
杉
の
大
木

（推
定
樹

齢
八
百
年
）
が
立

っ
て
い
る
。
こ
の

西
端
の
大
杉
を
神
帰
り
杉

（単
に
帰

り
杉
と
も
い
う
）
と
い
っ
て
往
時
か

ら
里
人
に
仰
が
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。

「神
帰
り
杉
」
と
い
う
の
は
、
明
建

神
社
の
例
祭

「七
日
祭
」
（岐
阜
県

無
形
民
俗
文
化
財
）
の
渡
御
の
行
列

が
こ
の
大
杉
の
下
ま
で
来
て
帰
路
に

つ
く
の
で
こ
の
名
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
渡
御
の
中
の
大
獅
子
が
帰

路
に
向
き
を
か
え
た
途
端
に
大
あ
ば

れ
を
す
る
場
面
は
こ
の
お
祭
り
の

一

見
せ
場
で
あ
り
、
こ
の
あ
ば
れ
方
が

よ
い
と
豊
年
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

Ｚつ
。こ

の
大
杉
は
文
化
年
間

（
一
八
〇

一
～

一
八
）
に
落
雷
が
あ

っ
た
と
の

こ
と
で
、
樹
冠
が
ひ
ど
く
枯
れ
、
根

本
か
ら
数
房
樹
幹
の
内
部
が
え
ぐ
り

取
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
が
少
年
の
こ

ろ
大
正
年
間

（
一
九

一
二
～
二
五
）

に
は
ま
だ
樹
冠
は
枯
れ
た
ま
ま
で
、

樹
幹
も
え
ぐ
り
取
ら
れ
、
東
北
部
が

洞
窟
の
よ
う
に
開
い
て
お
り
子
供
た

）

ち
の
遊
び
場
に
な

っ
て
い
た
。
妙
見

で
生
ま
れ
育

っ
た
筆
者
に
は
、
こ
の

大
杉
は
大
変
な
じ
み
深
い
も
の
の

一

つ
で
あ

っ
た
の
で
、
樹
冠
が
枯
れ
て

根
元
の
空
洞
に
な

っ
て
い
る
大
杉
を

見
上
げ
て
痛
々
し
い
思
い
を
し
て
い

た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
筆
者
の
青
年
期
は
郷
里
を

離
れ
外
地
に
勤
務
し
、
終
戦
後
も
妙

見
を
離
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
、

こ
の
大
杉
を
つ
く
づ
く
見
上
げ
る
こ

と
も
な
か

っ
た
が
、
八
十
年
ほ
ど
経

た
今
日
、
こ
の
大
杉
を
見
上
ぐ
れ
ば
、

昔
の
痕
跡
は
全
く
わ
か
ら
な
い
ほ
ど

樹
冠

へ
は
太
い
幹
が
三
本
伸
び
て
お

り
、
根
本
の
空
洞
も
す

っ
か
り
充
盈

さ
れ
て
い
る
。
枯
れ
枝
も
音
の
様
子

を
知
ら
な
い
者
に
は
見
付
か
ら
ぬ
ほ

ど
、
樹
木
全
体
が
の
び
の
び
と
し
て

い
る
。

落
雷
が
あ

っ
た

一
人
〇
〇
年
こ
ろ

か
ら
二
〇
〇
年
ほ
ど
の
年
月
に
す

っ

か
り
生
気
を
取
り
戻
し
た
こ
の
老
杉

の
生
命
力
の
偉
大
さ
を
し
み
じ
み
と

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
推
定
八
〇
〇
年
ほ
ど
の

間
、
世
の
移
り
行
き
、
里
の
変
わ
り

様
を
じ

っ
と
見
下
ろ
し
て
い
た
こ
の

老
杉
に
限
り
な
い
敬
愛
を
感
じ
、
今

後
何
百
年
妙
見
の
里
を
見
守

っ
て
く

れ
と
切
に
祈
る
も
の
で
あ
る
。

せ
の
移
り
■
の
変
わ
り
を
几
下
ろ
し

て
老
杉
は
今
日
も
タ
ロ
に
立
て
る
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観

音
菩

薩

信

仰

文
化
財
保
護
協
会
の

一
行
二
九
名

が
彦
根
港
を
出
港
し
、
お
よ
そ
三
五

分
で
竹
生
島
に
着
港
し
た
。
そ
ぼ
降

る
春
雨
の
中
を
、
切
り
石
の
石
段
を

六
十
数
段
登
る
と
、
西
国
第
三
十
番

の
宝
厳
寺
で
あ
る
。
本
尊
弁
才
天
に

礼
拝
し
右
に
回

っ
て
、
崖
に
造
ら
れ

た
重
要
文
化
財
の
船
廊
下
を
渡
り
観

音
堂
に
つ
く
。
寺
伝
に
、
奈
良
時
代

の
作
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
千
手
観

音
に
合
掌
し
て
、
び
わ
湖
を

一
望
す

る
。
雨
雲
に
遮
ら
れ
て
、
視
界
は
零

で
あ
る
。
び
わ
湖
は
荒
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
観
音
菩
薩
が
住
居
し
て

お
ら
れ
る
と
い
う
補
陀
洛
山
も
、
こ

の
よ
う
な
所
で
あ
ろ
う
か
、
し
ば
し

腰
を
下
ろ
し
て
観
音
信
仰
に
思
い
を

馳
せ
る
。

補
陀
洛
山
　
補
陀
洛
は
梵
語
で
、

白
華
と
か
光
明
、
海
島
な
ど
と
訳
さ

れ
て
い
る
。
生
身
の
観
音
菩
薩
が
、

海
を
渡
る
船
を
守
護
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。
イ
ン
ド
で
は
東
海
岸
に
あ

り
、
セ
イ
ロ
ン
島

（
ス
リ
ラ
ン
カ
）

へ
の
商
人
の
海
路
を
守
る
山
で
あ

っ

た
。中

国
で
は
、
上
海
の
南
方
浙
江
省

の
海
上
、
定
海
島
に
、
補
陀
洛
山
が

あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
ダ
ラ
イ
ラ

マ
が
観
音
の
化
身
と
い
わ
れ
る
の
で
、

そ
の
住
居
ラ
ッ
サ
の
宮
殿
を
補
陀
洛

と
い
い
、
日
本
で
は
紀
州
の
那
智
山

に
補
陀
洛
寺
が
あ
る
。

中
国
東
晋
の
僧
法
顕

（三
三
七
ご

ろ
～
四
三
二
）
が
三
九
九
年
、
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
か
ら
イ
ン
ド
に
入
り
、
仏

蹟
を
巡
拝
し
、
多
く
の
経
典
を
書
写

し
、
仏
像
を
得
て
、
帰
り
は
海
路
セ

イ
ロ
ン
を
経
て
帰
国
の
途
中
、
暴
風

に
あ
い
、
船
の
中
に
海
水
が
流
れ
込

）

ん
で
危
機
が
せ
ま

っ
た
。
船
長
の
商

人
が
、
荷
物
を
海
中
に
投
げ
こ
み
、

法
顕
の
も
た
ら
し
た
経
典
や
仏
像
を

も
海
中
に
投
げ
ら
れ
そ
う
に
な

っ
た
。

法
顕
は

一
心
に
観
音
を
念
じ
、
我
れ

遠
く
求
法
の
旅
を
終
え
て
帰
ら
ん
と

す
る
。
何
と
ぞ
無
事
帰
国
が
で
き
る

よ
う
に
と
祈

っ
た
。
不
思
議
に
大
風

は
や
み
、
静
か
な
海
に
も
ど

っ
た
と

い
う

（法
顕
の
旅
行
記

「仏
国
記
し

法
顕
が
念
じ
た
観
音
は
、
イ
ン
ド
東

海
岸
の
補
陀
洛
観
音
か
、
中
国
浙
江

省
の
補
陀
洛
観
音
か
、
知
る
由
も
な

い
が
、
当
時
の
観
音
信
仰
の

一
端
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
記
事

で
あ
る
。

観
音
経
　
観
音
菩
薩
に
つ
い
て
説

か
れ
た
経
典
は
多
く
あ
る
が
、
独
立

し
た
観
音
経
は
な
い
。
阿
弥
陀
経
の

訳
者
と
し
て
有
名
な
鳩
摩
羅
什
が
訳

し
た
法
華
経
の
中
の

「妙
法
蓮
華
経

観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
が
、
独
立
し

て
観
音
経
と
し
て
流
布
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
幾
多
の

現
世
利
益
が
説
か
れ
て
い
る
。

①
も
し
人
あ
り
て
、
も
ろ
も
ろ
の
苦

悩
を
う
け
て
い
て
も
、
観
音
の
名
を

称
え
れ
ば
そ
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ

れ
る
。

②
た
と
い
大
火
の
中
に
陥

っ
て
い
て

も
観
音
の
名
を
称
え
れ
ば
火
に
焼
か

れ
な
い
。

③
も
し
大
水
に
漂
わ
さ
れ
て
も
、
そ

の
名
を
称
え
れ
ば
、
浅
い
所
を
得
て

水
難
を
ま
ぬ
が
れ
る
。

④
金

・
銀

・
珊
瑚
等
を
求
め
て
大
海

に
の
り
出
し
、
暴
風
が
そ
の
船
を
吹

い
て
羅
殺
鬼
の
国
に
漂
着
し
て
も
、

観
音
の
名
を
称
え
れ
ば
羅
殺
鬼
の
難

か
ら
の
が
れ
る
。

⑤
ま
さ
に
殺
さ
れ

よ
う
と
す
る
と
き
、

観
世
音
の
名
睦
称
Ｆ

え
れ
ば
、
振
り
上

げ
ら
れ
た
刀
や
杖

が
何
段
に
も
折
れ

て
助
か
る
で
あ
ろ

つゝ
。

⑥
罪
が
あ
り
、
ま

た
罪
が
な
い
の
に
、

手
か
せ

。
足
か
せ
、

鎖
に
そ
の
身
が
つ

な
が
れ
て
も
、
そ

の
名
を
称
え
れ
ば
、

こ
れ
ら
が
み
な
断

ち
切
ら
れ
て
助
か

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
妊
欲
の
盛
ん
な

者
は
、
姪
欲
か
ら

）

離
れ
ら
れ
、
怒
や
憎
し
み
か
ら
も
離

れ
、
愚
痴
を
離
れ
る
こ
と
も
で
き
る

な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。

三
十
三
観
音
　
観
音
経
に
は
ま
た
、

衆
生
に
は
色
々
の
性
格

・
資
質
を
も

っ
た
人
間
が
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を

救
う
た
め
に
は
、
三
十
三
の
応
化
身

を
現
さ
れ
る
。
即
ち
、
①
仏
身
　
②

独
覚
身
　
③
声
聞
身
　
④
梵
天
　
⑤

帝
釈
天
　
⑥
自
在
天
身
　
⑦
大
自
在

天
身

（中
略
）

⑩
カ
ル
ラ

（巨
大雨 に け む る竹 生 島



な
鳥
形
の
神
）

①
キ
ン
ナ
ラ
（薬
草

の
神
）

⑫
マ
ゴ
ラ
カ

（巨
大
な
蛇
）

⑬
執
金
剛
身

（金
剛
力
士
）

こ
の
応
化
身
三
十
三
体
に
因
ん
で
、

三
十
三
所
観
音
が
建
て
ら
れ
た
。
当

町
剣
の
観
音
堂
山
の
上
り

（剣
口
）

下
り

（大
間
見
口
）
の
道
に
三
十
三

所
観
音
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
弘
化

二
年

（
一
八
四
五
）
の
建
造
で
、
千

手
観
音
が

一
五
体
、
如
意
輪
観
音
が

六
体
、
十

一
面
観
音
五
体
、
聖
観
音

四
体
、
准
抵
観
音
二
体
、
馬
頭
観
音

一
体
、
計
三
十
三
体
で
あ
る
。

ま
た
、
当
町
牧
の
篠
脇
山
に
も
明

治
四
二
年
建
立
の
三
十
三
所
観
音
が

あ
る
。

六
観
音
　
（七
観
音
）
仏
教
で
は
、

人
は
六
道

（地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

。

修
羅

。
人

・
天
）
を
輪
廻
転
生
す
る

と
説
く
。
こ
れ
を
救
っ
て
浄
土
に
導

く
観
音
を
、
聖
観
音

（地
獄
道
を
救

う
）
千
手
観
音

（餓
鬼
道
）
馬
頭
観

音

（畜
生
道
）
十

一
面
観
音

（阿
修

羅
道
）
准
砥
観
音

（人
道
）
如
意
輪

観
音

（天
道
）
の
六
観
音
を
あ
げ
て

い
る
。
な
お
真
言
密
教
で
は
、
こ
の

外
に
不
空
羅
索
観
音
を
加
え
て
七
観

音
と
い
っ
て
い
る
。

観
音
信
仰
の
日
本
流
通
　
仏
教
が

日
本
に
伝
わ
っ
た
公
式
の
年
代
は
紀

）

元
五
三
八
年
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
民
間
に
は
も

っ
と
早
く
伝

わ

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

深
遠
な
教
理
で
は
な
く
、
ご
く
身
近

か
な
、
現
世
を
肯
定
し
た
現
世
利
益

の
観
音
信
仰
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
日
本
の
説
話
集
の
最
初
の
も
の

は

『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
で

あ
る
。
略
し
て

『霊
異
記
』
と
も
い

う
が
、
こ
れ
は
奈
良
の
薬
師
寺
の
僧

景

戒
が
選
し
た
仏
教
説
話
集
で
あ

る
。
作
ら
れ
た
正
確

な
年
代
は
分
か
ら
な

い
が
、
平
安
朝
の
初

期
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

『霊
異
記
』
は
、

上

・
中

・
下
の
三
巻

か
ら
な
り
、
飛
鳥

・

奈
良

・
平
安
初
頭
の

三
時
代
、
お
よ
そ
二

百
年
近
く
の
間
の
仏

教
の
因
呆
応
報
の
も

の
語
り
を
の
せ
て
い

る
。
上
巻
に
三
話
、

中
巻
に
五
話
、
下
巻

に
四
話
、
計

一
二
話

に
観
音
の
利
益
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
特

に
救
済
力
の
強
い
千

手
観
音
や
十

一
面
観

音
の
霊
験
を
の
べ
て
い
る
。

聖
徳
太
子
と
観
音
菩
薩
　
推
古
天

皇
の
摂
政
と
し
て
三
〇
年
間
に
亘
り
、

多
く
の
業
蹟
を
残
し
、
と
く
に
仏
教

興
隆
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
こ
と
は
、

今
更
い
う
ま
で
も
な
い
。
太
子
が
救

世
観
音
を
夢
殿
に
奉
安
し
、
こ
こ
に

こ
も

つ
て
、
政
治
の
理
念
を
熟
慮
さ

れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
が

「皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」

の
中
に
、

大
慈
救
世
聖
徳
皇

父
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す

大
悲
救
世
観
世
音

母
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す

と
述
べ
て
、
太
子
を
救
世
観
音
の
化

身
で
あ
る
と
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

び
わ
湖
周
辺
の
観
音
信
仰
　
以
上

観
音
信
仰
に
関
係
し
た
事
項
を
あ
げ

た
が
、
特
に
び
わ
湖
周
辺
に
観
音
信

仰
が
盛
ん
に
な

っ
た
理
由
は
、
こ
の

地
が
京
の
都
に
近
い
た
め
と
か
、
比

叡
山
天
台
宗
の
本
山
延
暦
寺
の
ひ
ざ

も
と
で
、
天
台
宗
の
末
寺
が
多

い
こ

と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に

も
ま
し
て
、
古
く
か
ら
、
び
わ
湖
周

辺
の
住
民
が
漁
業
に
従
事
し
、
あ
る

い
は
商
人
と
し
て
湖
上
を
往
復
す
る

と
き
、
観
音
は
こ
う
し
た
人
達
を
水

難
か
ら
す
く
う
ば
か
り
で
な
く
、
水

難
で
死
ん
だ
人
々
の
霊
を
救
う
菩
薩

と
し
て
、
住
民
の
信
仰
を
集
め
た
た

め
と
思
わ
れ
る
。

び
わ
湖
は
、
な
お
雲
霧
が
た
れ
込

め
て
い
る
。
そ
の
霧
の
下
か
ら
、
い

に
し
え
の
漁
民
の
祈
り
が
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
で
あ
る
。

竹生島宝厳寺・観音堂の唐門 (国 宝)

宝厳 寺 の弁 天像



「白
雲
山
三
十
三
所
観
音
」
の
内

上
有
地
村
の
寄
進
者
に
つ
い
て

武

藤

正

文

Ｈ

藻

今
、
町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る

「白
雲
山
三
十
三
所
観
音
」
が

剣
村

・
大
間
見
村
を
始
め
、
近
郷
の

村
々
の
有
志
の
人
達
の
寄
進
に
よ
り

建
立
さ
れ
た
の
は
、
古
文
書
に
よ
る

と
剣

・
大
間
見
両
村
の
有
志
が
、
白

雲
山
古
寺
跡
に
観
音
小
堂
祠
を
建
て

た
天
保
十
四
年
の
三
年
後
、
弘
化
二

年

（
一
八
四
五
）
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
、
建
立
側
の
村
役

。
有
志
達

と
郡
上
藩
庁
の
間
に
色
々
い
き
ち
が

い
に
よ
る
悶
着
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
は
さ
て
お
く
。

こ
の
石
像
三
十
三
観
音
は
、
観
音

堂

へ
の
剣
側
登
り
口
を

一
番
と
し
、

山
頂
堂
近
く

の
平
ら
の
部
分
に
十

七

・
十
八

・
十
九
番
、
続
い
て
大
間

見
側
参
道
を
降
り
、
そ
し
て
最
後
三

十
三
番
は
、
そ
の
登
り
口
に
と
い
う

よ
う
に
配
祀
さ
れ
て
い
る
。
私
が
関

心

（疑
問
）
を
抱
い
た
の
は
、
そ
の

内
の
二
体
含
一十
八
番
と
三
十

一
番
）

が
上
有
知
村
の
人
の
寄
進
で
あ
る
こ

と
で
あ

っ
た
。
上
有
知
村

（現
在
の

美
濃
市
、
そ
の
中
心
部
の
旧
町
地
区
）

は
、
当
時
、
近
郷
の
村
と
い
う
に
は

一
寸
遠
す
ぎ
る
。
ど
う
し
て
上
有
知

の
人
が
こ
こ
へ
寄
進
さ
れ
た
の
か
と

い
う
こ
と
と
、
ま
た
、
寄
進
者
の
松

屋
金
兵
衛

・
山
田
屋
弥
藤
治
と
い
う

方
は
、
ど
う

い
う
人
で
あ

っ
た
の
か

と
い
う
の
が
私
の
素
朴
な
疑
間
で
あ

っ
た
。

ち
ょ
う
ど
、
観
音
講
の
加
藤
小
市

さ
ん
が
三
十
三
観
音
の
寄
進
者
の
由

縁
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
、
今
考
え

て
お
ら
れ
る
こ
と
を
お
聞
き
し
て
、

こ
れ
を
機
会
に
、
私
の
前
か
ら
の
疑

間
を
解
い
て
み
よ
う
と
思

っ
た
の
で

あ
る
。

）

そ
の
調
査
の
経
過
は
、
紙
面
の
都

合
も
あ
り
す
べ
て
省
略
す
る
こ
と
に

し
て
結
果
と
し
て
次
の
こ
と
が
解

っ

た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
松
屋
金
兵
衛
に
つ
い
て
は
、

美
濃
市
史
に
か
な
り
詳
し
く
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
松
屋
金

兵
衛
家
は
、
上
有
知
の
二
の
上
町

（

現
在
の
相
生
町
）
に
あ
り
、
松
屋
は

屋
号
で
あ
り
、
姓
は
西
部
で
あ
る
。

（当
主
は
西
部
晋
司
氏
で
現
美
濃
市

収
入
役
、
家
業
は
薬
局
店
）
江
戸
時

代
中
期
ま
で
は
宿
屋
を
営
み
、
そ
の

後
菜
種
商
と
な
り
、
幕
末
か
ら
は
薬

種
商
と
し
て
売
薬
業
を
営
ん
で
い
る
。

上
有
知
屈
指
の
商
家
で
あ
り
、
町
の

素
封
家
と
い
う
べ
き
家
で
あ

っ
た
。

江
戸
後
期

の
文
化

年
代
に
は
菜
種
を

手
広
く
商

い
、
郡

上
の
各
村
に
も
か

な
り
売
り
さ
ば

い

て
い
た
と

の
記
録

が
残

っ
て
い
る
。

幕
末
に
は
、
売
薬

業
を
専
業
と
す
る

よ
う

に
な

っ
た
よ

う

で
あ
る
が
、
そ

れ
は

い
つ
か
ら
と

い
う

こ
と
は
不
明

で
あ
る
。
「叙
村
留
帳
」
の
記
録

の

中
に
、
金
叙
神
社
の
祭
礼
の
時
、
出

店
の
中
に
上
有
知
か
ら
薬
売
り
が
来

て
い
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
松
屋
金
兵

衛
家
中
の
者
で
あ

っ
た
の
で
は
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
三
十
三
観
音

中
の

一
体
の
寄
進
者
、
上
有
知
の
松

屋
金
兵
衛
と
い
う
の
は
、
こ
の
人
と

み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
松
屋
金
兵
衛
が
、

何
故
寄
進
さ
れ
た
の
か
と
い
う
動
機

や
理
由
に
つ
い
て
は
、
何
の
記
録
も

な
く
、
不
明
で
あ
る
。
以
下
は
、
全

く
私
の
推
測
で
あ
る
が
、
金
兵
衛
さ

ん
は
、
菜
種
や
薬
の
商
売
の
た
め
、

郡
上
と
深
い
関
わ
り
を
持

っ
て
お
ら

れ
た
。
お
そ
ら
く
叙
村

へ
も
脚
を
運

ば
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
ま
た
ま
、
こ
の
地
で
三
十
三
所
観

音
建
立
の
計
画
の
あ
る
こ
と
を
聞
か

れ
、
「
そ
れ
な
ら
ば
私
も

一
体
を
」

と
申
し
出
て
寄
進
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

次
に
、
も
う

一
体
の
寄
進
者
、
山

田
屋
弥
藤
治
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
の
人
も
当
時
、
上
有
知
で
か
な
り

の
名
の
あ
る
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
伺

わ
れ
る
。
し
か
し
、
松
屋
金
兵
衛
の

よ
う
に
市
史
等
の
記
録
に
は
全
く
見

当
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人

に
つ
い
て
、
美
濃
市
在
住
の
森
政
治

氏
（県
歴
史
資
料
保
存
協
会
副
会
長
）

の
大
変
な
お
骨
折
り
に
よ
り
、
次
の上有知松屋金兵衛寄進=十八番聖観音
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こ
と
が
解
り
、
ご
教
示
を
得
た
。
江

戸
末
期
、
弘
化
年
間
頃
、
上
有
知
の

惣
庄
屋
で
あ

っ
た
四
代
目
村
瀬
平
治

郎

（号

・
敬
忠
）
の
長
女
が
山
田
弥

藤
治
に
嫁
し
て
お
り
、
四
代
目
の
長

男
は
、
五
代
目
平
治
郎
を
嗣
い
だ
が

こ
の
人
が
、
か
の
有
名
な
漢
学
者
村

瀬
藤
城

（藤
城
は
号
、
頼
山
陽
が
郡

上
の
地
を
訪
れ
た
と
き
行
を
共
に
し

た
）
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
弥
藤
治

と
藤
城
は
義
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
。

ま
た
、
藤
城
と
松
屋
金
兵
衛
が
、
極

め
て
親
交
深
か

っ
た
こ
と
は
美
濃
市

史
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
の

森
氏
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
山
田
屋
弥

藤
治
家
は
紙
商
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
、

）

そ
の
商
売
を
通
し
て
郡
上
と
連
が
り

が
あ

つ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
ん

な
こ
ん
な
の
関
係
や
縁
に
よ
り
、
弥

藤
治
さ
ん
も
金
兵
衛
さ
ん
と
共
に

一

体
の
観
音
を
寄
進
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の

で
あ
る
。
余
談
で
あ
る
が
、
山
田
屋

弥
藤
治
家
の
後
裔
は
、
名
古
屋
市

ヘ

移
ら
れ
、
そ
の
後
大
垣
市

へ
変
わ
ら

れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が

定
か
な
こ
と
は
解
ら
な
い
。

因
み
に
、
三
十
三
観
音
　
寄
進
の

村
別
数
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

叙
　
　
　
村
　
　
　
八

大

間

見

村

　

　

九

徳
　

水ヽ
　
村
　
　
　
一
一

上 長 八 内

島滝幡暮
村 寺 町 村

二七三二以
　
上

上有知山田屋弥藤治寄進三十一番聖観音

一団
翔
田
日
日
一一一・一・・・一事
●
業
■
計
―
画
共
案
）

４
月
　
執
行
部
会
開
催
。

５
月
　
執
行
部
会
、
役
員
会

（総

会
の
事
案
他
）
、
監
査
会
の
開
催
、

会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
２

４
号
の
発
行
、
史
跡
標
柱
、
案

内
板
等
設
置
の
促
進
。

６
月
　
執
行
部
会
、
総
会
な
ら
び

に
研
修
会

（講
演
会
）
の
開
催
。

文
化
財
収
蔵
展
示
館

（仮
称
）

建
設
促
進
委
員
会
の
開
催
。

７
月
　
執
行
部
会
の
開
催
、
木
蛇

寺
古
跡
の
顕
彰
事
業
、
東
氏
館

跡
庭
園
池
泉
等
の
清
掃
及
び
明

建
神
社
の
桜
並
木
の
保
護
活
動

並
び
に
、
阿
千
葉
城
跡
の
管
理

作
業
の
実
施
。

８
月
　
薪
能
協
賛
及
び
文
化
財
関

係
の
来
客
に
対
応
。

９
月
　
執
行
部
会
の
開
催
。

１０
月
　
役
員
会
の
開
催
。
日
帰
り

研
修
旅
行
の
計
画
、
町
民
祭

ヘ

の
参
加
。

１１
月
　
執
行
部
会
の
開
催
。
日
帰

り
研
修
旅
行
の
実
施
。

‐２
月
　
執
行
部
会
、
役
員
会
開
催
、

一
泊
研
修
旅
行
計
画
。
文
化
財

収
蔵
展
示
館

（仮
称
）
建
設
促

進
委
員
会
の
開
催
。

２
月
　
執
行
部
会
の
開
催
。
役
員

会
の
開
催
、　
一
泊
研
修
旅
行
の

会
員
募
集

３
月
　
執
行
部
会
開
催
、　
一
泊
研

修
旅
行
の
実
施
。

※
以
上
の
他
、
計
画
外
と
し
て
、

検
討
の
う
え
本
会
の
目
的
に
参
考

と
な
る
展
示
会
、
発
表
会
等
の
イ

ベ
ン
ト
に
は
積
極
的
に
参
観
、
参

加
の
機
会
を
と
ら
え
る
も
の
と
す

Ｚ勺
。
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魏

麒
偽

造

通

行
手

形高

橋

　

義

０

一
揆
の
通
行
手
形
、
偽
造
と
断
定

宝
暦
騒
動
時
分
の

「通
行
手
形
」

は
、
郡
内
町
村
の
史
料
を

一
覧
す
る

と
、
『大
和
町
史
史
料
編

（正
編

・

続
編
上
と

だ
け
に
、
三
通
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
そ
の

一
揆
関

係
の
史
料
と
検
討
し
て
見
る
時
、
三

通
共
に

「偽
造
」
と
断
定
さ
れ
る
。

そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
は
ま
た
貴
重
な

史
料
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

０
寝
庄
屋
の
通
行
手
形
、
入
手
困
難

宝
暦
四
年
夏
、
金
森
藩
庁
は
郡
中

一
二
三
か
村
の
庄
屋
を
呼
び
出
し
、

年
貢
定
免
制

（毎
年

一
定
の
年
貢
）

を
検
見
取
制

（毎
年
検
見
し
て
年
貢

を
徴
収
）
に
改
め
る
事
を

一
方
的
に

通
達
し
た
。
郡
中
全
農
民
は
決
起
し
、

藩
庁

へ
強
訴
し
て
三
家
老
免
状

（従

来
通
り
定
免
と
す
る
許
可
状
）
を
か

ち
取

っ
た
。
し
か
し
翌
五
年
七
月
、

笠
松
幕
府
代
官
は
、
郡
中
の
庄
屋
を

呼
び
出
し
、
「公
儀
の
下
知
で
あ
る
。
」

と
し
て
、
検
見
取
承
認
の
捺
印
を
強

制
し
た
。
以
降
、
こ
れ
ら
寝
者
村
役

と
立
者
と
が
激
突
し
、　
一
揆
は
難
航

し
た
。

ま
ず
立
者
が
こ
ま

っ
た
事
の

一
つ

に
、
江
戸
往
き
な
ど
遠
行
に
必
要
な

通
行
手
形
が
、
寝
庄
屋
か
ら
貰
え
な

い
事
で
あ

っ
た
。
し
か
し
同
年
八
月

江
戸
藩
邸

へ
出
訴
の
た
め
、
代
表
六

八
人
は
破
れ
蓑

・
破
れ
笠

・
寝
具
用

菰

・
古
び
た
風
呂
敷
を
負

っ
て
、
何

の
分
別
も
な
い
乞
食
の
群
の
よ
う
に

し
て
立

っ
た
。
関
所
番
所
は
、乞
食
・

渡
世
人
等
無
国
籍
で
手
形
の
な
い
も

の
は
黙
過
し
た
。
（大
和
町
通
史
編
）

後
々
、
越
訴
人

・
飛
脚
ら
も

一
本

差
し
振
り
分
け
姿
で
、
江
戸
へ
往
来

）

し
た
。

０
了
泉
寺
宗
門
手
形

こ
の
手
形
史
料
は

『正
編
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
他
の
二
通
は
、
今

度
の

『続
編
上
』
に
収
め
ら
れ
た
。

そ
れ
は
宝
暦
八
年
三
月
三
日
付
中
津

屋
村
庄
屋
、
同
九
年
五
月
二
五
日
付

安
養
寺
発
行
で
、
共
に
則
次
敏
美
家

蔵
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
紙
面

の
都
合
で
、
了
泉
寺
文
書
だ
け
を
扱

う
。
文
面
は
左
の
通
り
。

宗
門
手
形
之
事

一
此
久
八
卜
申
者
、
代
々
浄
土
真
宗
当

寺
旦
那

相
紛
無
御
座
候
、
若
外
よ

り
切
死
丹
宗
門
之
由
申
者
御
座

候
ハ
バ、
拙
僧
罷
出
申
分
ヶ
可
仕
候
、

傷
而
証
文
如
件

宝
暦
七
丑
年
六
月
二
十
日

濃
船
蔀
杏
―
了
泉
寺
①

御
奉
行
所

本
文
口
訳

【
こ
の
久
八
と
申
す
者
、

代
々
浄
土
真
宗
当
寺
旦
那
に
相
違
ご

ざ

い
ま
せ
ん
。
も
し
他
よ
り

「切
死

丹
宗
門
」
と
申
す
者
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
拙
僧
が
参
り
ま
し
て
申
し
訳
い

た
し
ま
す
。
よ

っ
て
証
文
の
通
り
で

ご
ざ

い
ま
す
。
】

０
了
泉
寺
中
興
の
由
緒

「大
間
見
村
了
泉
寺
」
と
い
う
の
は

開
基
は
大
野
口
で
あ

っ
た
。
古
老
の

話
で
は
、
日
置
姓
の

一
統
が
戦
い
に

敗
れ
て
叙
周
辺
に
落
ち
、
寺
を
建
て

た
と
い
う
。

中
世
の
寺
坊
と
い
う
の
は

一
般
に

土
地
開
発
の
長
級
が
開
い
た
も
の
だ

が
、
江
戸
幕
府
に
な
る
と
堂
祠
に
至

る
ま
で
み
だ
り
に
開
く
事
を
禁
じ
た
。

寛
永
以
降
郡
上
藩
は
小
村
に
分
割

し
、
丈
量
し
て
封
建
的
近
世
化
し
た

村
に
整
え
た

（自
鳥
町
史
料

「那
留

村
地
検
野
帳
」
県
近
世
史
料

「正
保

郷
帳
し

か
く
て
大
間
見

・
叙
村
境

が
定
め
ら
れ
、
道
場
は
叙
村
大
野
口

に
入

っ
た
が
、
昔
通
り

「大
間
見
村

道
場
」
（宝
永
三
年
文
書

〈
一
七
〇

八
と

を
名
乗

っ
た
。

と
こ
ろ
が
無
住
に
な

っ
た
た
め
、

村
役

・
同
行
が
金
森
藩
庁
に
も
掛
け

合
い
徳
永
村
恩
善
寺
住
持
の
弟
子
を

住
職
に
迎
え
、
寺
号
を
了
泉
寺
と
改

め
た

（寛
延
三
年

・
一
五
七
〇
）
。

宝
暦
九
年
新
領
主
の
青
山
藩
に
提

出
し
た
寺
の
由
緒
の
筆
跡
は
、
複
写

文
の
通
り
見
事
で
あ
る
。
な
お
大
間

見
村
横
地
の
現
在
地
に
、
再
建
遷
座

し
た
の
は
寛
政
四
年
で
あ
る
。

０
偽
造
手
形
と
断
ず
る
根
拠

①
由
緒
書
と
同
年
暦
の
通
行
手
形
は
、

同

一
住
持
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
、
筆
跡

・
印
鑑
が
異
な
る
。

）

②
則
次
家
文
書
、
宝
暦
七
年

「寝
者

立
者
人
別
帳
」
に
は
、
手
形
の
請
人

大
間
見
村
久
八
、
と
い
う
名
前
は
無

い
。

③
寺
請
の
手
形
は
、
所
属
の
家
長
名
・

本
人
の
性
別

・
年
齢

・
行
先

。
目
的
、

宛
て
所
等
が
明
記
さ
れ
る
も
の
だ
が
、

「切
死
丹
宗
門
」
で
無
い
、
と
だ
け

証
言
す
る
極
め
て
曖
味
な
文
面
で
あ

ＺＯ
。

④
徳
川
幕
府
は
、
切
支
丹
禁
令
を
強

化
し
、
寺
院

へ
は
強
力
に
下
達
し
、

全
国
村
々
に
も
高
礼
を
掲
げ
て
い
た

時
代
、
責
任
重
い
住
持
が
公
文
書
的

な
手
形
に

「切
死
丹
」
ど
誤
る
事
は
、

ま
ず
あ
る
ま
い
。

０
偽
造

。
使
用

。
保
管
に
湧
く
疑
惑

宝
暦
七
年
の
こ
の
頃
、
寝
者
立
者

の
対
立
は
激
烈
を
極
め
た
。
『史
料
正

編
』
及
び

「金
森
騒
動
記
」
「金
森

兵
部
少
輔
御
治
代
騒
動
記
宍
八
幡
町

史
史
料
編
二
）
に
よ

つ
て
見
れ
ば
、

立
者
の
有
力
者
に
江
戸
行
き
の
緊
急

用
が
出
来
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
急
速
、
手
形
を
偽
造
し
使
用
後
、

寺

へ
納
め
た
も
の
と
疑
問
視
す
る
が
、

推
理
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
外
な

い
。手

形
は
、
手
な
れ
た
筆
遣

い
で
村

の
長
級

の
筆
跡
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
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ど
本
名
を
使

っ
た
り
、

「人
別
帳
」
に
あ
る
久

六

・
久
七
の
名
前
を
か

た

っ
て
も
、
事
が
発
覚

し
た
場
合
面
倒
な
事
に

な
る
。
ま
た
寺
の
関
知

し
な
い
偽
造
で
な
け
れ

ば
、
難
題
出
来
の
場
合
、

寺
に
降
り
か
か
る
。
従

っ
て

「久
八
」
と
で
つ

架
空
人
物
で
押
し
通
す

べ
く
造

っ
て
、
寺

へ
持

参
し
た
。

無
断
で
村
を
出
る
事

は
、
「逃
散
」
と

い
う

重
罪
に
繋
が
り
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
。
訳
を

明
か
し
、
家

・
村
を
留

守
に
す
る
事
を
頼
み
、

極
秘
の
行
方
を
住
持
に

託
し
て
立

っ
た
。

帰
る
や
住
持
に
、
長

留
守
の
礼
を
述
べ
、
経

過
や
み
や
げ
話
も
し
て
、

用
足
し
た
手
形
を
納
め

た
。
感
銘
し
た
住
持
は

偽
物
を
破
棄
せ
ず
、
記

念
と
し
て
保
存
し
た
。

―
と
い
う
訳
で
あ
る
。

）

複
写
＝
偽
造
手
形
と
住
職
の
筆
跡
印
鑑

％

な
ん

，陶
１
孝

ワヽ
ん
粋
げ
↑
ム
ハ

知善院宝物館にて観音の里巡拝



観

音

の

里

を

ゆ

く

井

俣

初

枝

日
本
で
国
宝
の
第

一
号
に
指
定
さ

れ
た
の
が
、
恵
心
僧
都
の
お
名
前
で

親
し
ま
れ
て
い
る
源
信
僧
都
が
お
描

き
に
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る

「阿
弥

陀
聖
衆
来
迎
図
」
（通
称
、
二
十
五

菩
薩
来
迎
図
）
で
あ

っ
た
と
本
で
読

み
ま
し
た
。
二
十
五
菩
薩
と
い
っ
て

も
私
に
わ
か
ろ
う
筈
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
仏
像
の
中
で
も
観
音
像
が

一
番

多

い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

石
道
寺
山
ふ
と
こ
ろ
に
初
音
き
き

今
年
に
な

っ
て
初
め
て
鴬
の
声
を

聞
き
ま
し
た
。
石
道
を
の
ぼ
り
つ
め

た
と
こ
ろ
に
、
質
素
な
件
ま
い
の
石

道
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
顎
を
ひ
き
半

眼
を
開
い
て
私
達
を
迎
え
て
下
さ
っ

た
観
音
さ
ま
は
、
私
に
、
何
を
問
う

て
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思

っ
た

ら
身
ぶ
る
い
が
し
ま
し
た
。　
一
瞬
私

に
気
づ
か
さ
せ
て
も
ら
え
た
の
も
事

実
で
す
。
こ
の
石
道
寺
の
観
音
さ
ま

は
地
区
の
人
達
に
よ

っ
て
守
り
守
ら

れ
て
き
た
と
の
こ
と
で
す
。

豊
か
な
肉
身
に
、
薄
い
衣
で
包
ん

だ
観
音
さ
ま
。
何
が
悲
し
い
の
か
な

怒
の
観
音
さ
ま
。
は
に
か
み
を
持

っ

た
観
音
さ
ま
。
慈
し
み
と
、
悲
し
み

の
お
貌
を
も
た
れ
た
観
音
さ
ま
に
ま

見
え
た
湖
北
の
旅
は
、
私
に
と

っ
て

は
、
信
仰
の
旅
で
も
あ
り
ま
し
た
。

湖
北
の
里

ど
ど
と
来
て
船
に
乗
り
込
む
遍
路
か

な山
形
弁
つ
か
ひ
遍
路
の
高
笑
ひ

石
道
寺

一
歩

一
歩
に
花
の
雨

観
音
を
畏
み
巡
る
初
音
か
な

雲
別
け
て
春
日
届
け
し
観
世
音

）

竹 生 島 観 音 堂

西 明 寺 の 二 重 塔
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鳳
隋
目
□
事
・
業

報

生回

５
月
８
日
　
文
化
財
収
蔵
展
示
館

（仮
称
）
建
設
促
進
委
員
会

執
行
部
会
。

町
内
の
文
化
財
お
よ
び
民
俗

資
料
収
蔵
現
況
調
査
に
つ
い

て
　
７
名

５
月
１１
日
　
執
行
部
会
。
平
成
１０

年
度
総
会
お
よ
び
役
員
会
の

日
程
他

５
月
２０
日
　
文
化
財
収
蔵
展
示
館

建
設
促
進
委
員
会
．
町
内
の

文
化
財
お
よ
び
民
俗
資
料
収

蔵
現
況
の
調
査
実
施

（町
民

セ
ン
タ
ー
、
万
場
民
俗
資
料

館
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ム

ン

ア
ム
史
料
館
）
１２
名

５
月
２８
日
　
役
員
会
開
催
。
平
成

１０
年
度
総
会
の
開
催
に
つ
い

て
他
　
１３
名

６
月
１
日
　
会
報

『文
化
財
や
ま

と
』
第
２３
号
発
行

６
月
「
日
　
平
成
１
０
年
度
総
会

開
催
。
記
念
講
演

演
題

「岐
阜
県
の
女
性
史
に

つ
い
て
」
講
師
　
ユ削
郡
上
北

高
等
学
校
長
　
石
神
尭
生
先

生
　
３７
名

７
月
１６
日
　
執
行
部
会
。
東
氏
館
跡

お
よ
び
阿
千
葉
城
跡
の
清
掃
な

ら
び
に
明
建
神
社
さ
く
ら
並
木

の
管
理
等
の
奉
仕
作
業
に
つ
い

て
　
特
に
地
元
牧
区
長
　
本
田

欽

一
氏
の
ご
会
同
を
え
て
協
議

７
月
２９
日
　
東
氏
館
跡
お
よ
び
阿
千

葉
城
跡
の
清
掃
な
ら
び
に
、
明

建
神
社
さ
く
弓
並
本
の
枯
枝
、

苔
類
の
除
去
等
の
奉
仕
作
業
実

施
。

３３
名

（特
に
本
年

の
異
常
気
象
に
よ

り
池
泉
の
溢
水
と
作
業
中
の
雨

に
難
渋
）

８
月
７
日
　
薪
能

『く
る
す
ざ
く
ら

』
協
賛
。

９
月
７
日
　
執
行
部
会
。
計
画
外
事

業
名
古
屋
市
博
物
館

「ブ
ッ
ダ

展
」
の
参
観
他

９
月
１６
日
　
執
行
部
会
。
秋
の
日
帰

り
研
修
旅
行
計
画
と
、
役
員
会

の
開
催
他

９
月
３０
日
　
計
画
外
事
業
。
郷
土
史

研
究
会
な
ど
と
共
催
に
て
名
古

屋
市
博
物
館
の

「
ブ
ッ
ダ
ー
大

い
な
る
旅
路
展
」
と
徳
川
美
術

館

「
田
中
訥
言
と
尾
張
の
画
家

達
展
」
参
観
　
４４
名

１０
月
５
日
　
役
員
会
開
催
。
秋
の
日

帰
り
研
修
の
開
催
計
画
に
つ
い

て
他
（郷
土
史
研
究
会
と
共
催
）

１０
月
１７
日
　
大
和
ま
ほ
ろ
ば
サ
ミ
ッ

ト
大
和
町
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、

千
葉
県
東
庄
町
よ
り
両
町
の
交

流
の
増
進
を
め
ざ
し
、
郷
土
芸

能
笹
川
神
楽
を
持

っ
て
、
同
町

教
育
長
以
下
２３
人
到
着
、
こ
れ

に
歓
迎
対
応
す
る
。

１０
月
１８
日
　
明
建
神
社
に
お
い
て
笹

川
神
楽
が
奉
納
せ
ら
れ
、
見
る

も
の
を
し
て
、
遠
来
の
好
意
と
、

朴
訥
異
色
の
芸
能
に
深
く
感
動

し
た
。

（１０
号
台
風
の
来
襲
に
よ
り
町

民
祭
な
ど
す
べ
て
の
イ
ベ
ン
ト

中
止
の
中
で
笹
川
神
楽
だ
け
は

神
前
奉
納
の
初
志
を
遂
げ
て
か

え
ら
れ
る
）

１０
月
２３
日
　
秋
の
日
帰
り
研
修
実
施
。

行
き
先
白
鳥
町
石
徹
白
、
福
井

県
泉
村
の
文
化
財
を
訪
ね
て

４８
名

‐２
月
３
日
　
執
行
部
会
。
役
員
会
の

開
催
他

‐２
月
１９
日
　
役
員
会
。
平
成
１０
年
度

事
業
、
会
計
中
間
報
告
お
よ
び

春
の
１
泊
２
日
研
修
旅
行
に
つ

い
て
他

２
月
１５
日
　
執
行
部
会
。
役
員
会
の

開
催
に
つ
い
て
他

２
月
２５
日
　
執
行
部
会
。
役
員
会
開

催
準
備
他

２
月
２６
日
　
役
員
会
。
春
の
１
泊

研
修
旅
行
計
画
に
つ
い
て
他

３
月
２６
日
～
２７
日
　
春
の
１
泊
研

修
旅
行
実
施
。
滋
賀
県
湖
東

西
明
寺
、
竹
生
島
宝
厳
寺
、

大
津
雄
琴
泊
、
湖
北
石
道
寺
、

渡
岸
寺
、
歴
史
民
俗
資
料
館
、

長
浜
知
善
院
、
黒
壁
他
　
３９

名

知
善
院
本
尊
十

一
面
観
世
音
菩
薩
　
鎌
倉
時
代
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文
書

欄

本

の

雪

　

矢

弩

源
素
子

一
途
降
る
雪
を

一
途
に
み
て
を
り
ぬ
我

過
き
ゆ
き
の
何
を
消
歿
す

春
の
雪
ま
す
ぎ
て
松
が
杉
の
木
が
身
を

裂
か
れ
ゐ
し
殺
め
ら
薇
ゐ
し

健
や
か
に
生
き
て
式
は
銘
木
と
な
り
し

か
も
雪
の
合
林
が
哭
く

裂
か
れ
た
る
松
の
肌
を
両
の
手
に
撫
し

て
几
上
げ
し
空

の
奇
さ
よ

サ
ン
サ
ン
と
春
え
惜
し
み
な
く
ふ
薇
り

雪
の
松
林

の
美
し
き
こ
と

逍

江

に

て

　

上

松

新

蓬

礼
わ
洋
え
物
と
う
瑠
璃
殿
に
静
か
に
お

わ
す
率
師
力
来
は

無
骨
者
の
火
難
免
薇
た
よ

い
し
と
う
御

前
に
か
し
こ
み
手
を
合
わ
す
な
り

一
本
も
釘
使
わ
ざ
る
え
物
と
う
二
菫
塔

は
仲
ざ
お
ろ
が
む

聖
式
帝

の
夢

に
て
え
ち
し
と
う
宝
厳
寺

弁
才
人
の
や
さ
し
き
み
顔

静
か
な
る
湖
面
を
た
る
船

の
上
竹
生
島

へ
と
選
急
ぐ
も

日

置

智
恙
子

弱
き
足
登
る
る
段

一
つ
づ

つ
祝
者
善
薩

に
ひ
か
れ
行
く
な
り

仏
像

の
難
し
き
事
知
ら
ね
ど
も
す
が
る

思

い
の
懐
か
し
さ
お
ぼ
ゆ

道
行
け
ば
何
変
と
も
な
く
杏

い
来
る
沈

丁
の
花
ナ
を
止
め
さ
す

変
わ
り
行
く
自
然

の
中
に
変
わ
ら
ず
や

者

人
も
知
る
や
浮
寝
島

よ
う
や
く
に
思

い
が
な

い
て
竹
生
島
登

る
石
段
雨
伝

い
来
る

郡

上

節
　
　
　
高
橋
義
一

ミ
勉
が
艶
瀑
ぜ
雑
踏
押
し
除
け
り

系
巣
立
ち
獅
子
の
颯
が
泣
く
四
月
島
屁

）

クト

出
路
喘
ざ
春
蘭
の
を
長
か
り
し

こ
ぶ
し
真
台
豊
年
の
夢
捨
て
が
た
し

花
弁

へ
ば
盃
唱
ふ
部
上
節

陽
炎
や
狐
野
が
早
く
す
ぐ
漁
る

不
動
さ
ま
笑

っ
て
ご
覧
よ
巨
人
烏
酔
木

燕
の
巣
夫
婦
は
迅
耐
本
を
す
す
る

蛇
と
不
貞
寝
　
黒
岩
き
く
ゑ

野
仏
の
後
で
脱
ざ
し
蛇
の
な

蛇
い
で
て
風
奇
臭
き
啜
逍

蛇
が
入
右

へ
左

ヘ
ニ
枚
〓

颯

え
の
颯
か
た
ま
る
油
照
り

ス
嗚

っ
て

一
と
日
不
貞
寝
や
牡
丹
散
る

日

”直

繁

卑
停
め
幼
な
出
で
来
て
落
の
苔

郁
子
咲
く
や
語
る
縁
た
の
セ
五
二

風
も
な
く
梅
の
落
呆
の
午
さ
が
ヶ

や
す
ら
ざ
の
湯
の
春
青
嵐
青
ロ
ヤ

や
す
ら
ぎ
の
場
の
灯
映
し
て
植
口
水

短

響・敬ヽ

つ
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平

成

十

一
年

　

四

月

末

現

在

会

員

名

簿

―

　

貪

　

―

山

下

運

平
（顧
］
八
八

旗

　

勝

美
一顧
り
八
八

村

瀬

童
口
八
　
　
八
八

河

合

俊

次
（撃
一
八
八

畑

中

澄

子
（彗
）
八
八

畑

中

定

夫
　
　
八
八

小

池

久

江
　
　
八
八

山
下
ふ
み
え
　
　
八
八

加

藤

正

恵
　
　
八
八

一局
橋

　

明
　
　
八
八

日

置

照

郎

　

八
八

加

藤

文

蔵
　
　
八
八

佐
藤
光

一
和
む
八
八

田
中
　
和
久
　
　
八
八

高

橋

義

一
饗

入

八

河

合

　

恒
　
　
八
八

河

合

芳

英
　
　
八
八

加

藤

小

式
　
　
八
八

奥
村
千
代
子
　
　
八
八

武

藤

正

文
（撃
一
八
八

田

仲

龍

子
　
　
八
八

山

下

昭
い
代
　
　
八
八

畑

中

節

子
　
　
八
八

佐
藤
八
重
子
　
　
八
八

畑

中

文

子
　
　
八
八

畑

中

初

枝
　
　
八
八

新

蔵

　

守

　

八
八

野
田
八
重
子
　
　
八
八

順

序

不

同

）

三 二 三 二 三 四 三 二 三 二
~~~二 ~三 ~~~~=~~~~~一 一

一 三 四 三 二 一 四 三 一 〇 三 三 三 七 三 二 人 〇 四 一 二 五 一 五 二 一 〇 四

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

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

一局
橋

叙

子
　
　
八
八

佐
藤
富
貴
子
　
　
八
八

山
本
み
ね
子
　
　
八
八

野
田
三
枝
子
　
　
八
八

山
田
し
ず
え
　
　
八
八

岩
崎
扶
美
子
　
　
八
八

河

合

利

雄
　
　
八
八

河
合
美
弥
子
　
　
八
八

―
　
大
間
見
　
―

村

井

正

蔵
一監
き
八
八

青

木

新

〓
一　
　
人
八

日

置

　

繁
一騨
）
八
八

大

野

紀

子
　
　
八
八

野

田

英

志
一理
彗
八
八

小
野
江
選
量
一理
書

八
八

清

水

一
作
　
　
八
八

池

田

充

彦

　

八
八

小

野

江

勉
　
　
八
八

池

田

道

子
　
　
八
八

日
置
智
恵
子
一理
喜
八
八

坪

井

政

夫
　
　
八
八

松

井

賢

雄
（撃
一
八
八

古

田

　

忠
　
　
八
八

一謄
代

順

行
　
　
八
八

大

野

一
道
　
　
八
八

玉

木

吉

郎
　
　
八
八

青
木
ふ
じ
枝
　
　
八
八

小
野
木
花
子
　
　
八
八

青
木
ユ
リ
子
　
　
八
八

日

置

折
［
夫
　
　
八
八

―
　
小
間
見
　
―

平

沢

　

勤
一撃
一
八
八

―

万

場

―

畑

中

浄

園
製
卜
八
八

畑

中

宣
（
澄
　
　
八
八

石

神

尭

生
　
　
八
八

稲

葉

春

吉
　
　
八
八

黒
岩
き
く
ゑ
　
　
八
八

寛

　

明

代
　
　
八
八

一二
島

秋

男
（理
士

八
八

桑

田

和

子
　
　
八
八

桑

田

渥

見
　
　
八
八

桑

田

信

夫
　
　
八
八

黒

岩

弘

美

　

八
八

井

俣

初

枝
　
　
八
八

青

地

正

男
　
　
八
八

大

井

静

子
　
　
八
八

大

井

正

明
一撃
・
八
八

旗

　

　

生
寸
　

八
八

桑
田
ア
サ
子
　
　
八
八

井

上

妙

子
　
　
八
八

沢

原

　

勝
　
　
八
八

山

田

武

司
　
　
八
八

山

田

和

美

　

八
八

旗

　

清

子
　
　
八
八

山

田

敬

子
　
　
八
八

大
井
と
も
ゑ
　
　
八
八

―

徳

水ヽ

―

木
　
島
　
泉
（撃
）
八
八

鷲
　
見
　
清
（理
書

八
八

鷲

見

お

と

　

八
八

直
井
す
ヾ
江
　
　
八
八

矢
野
原
幸
子
一撃
一
八
八

水
野
志
づ
子
　
　
八
八

ノ

山

内

孝

一　
　
人
八

木

島

洋

女

　

八
八

土

松

新

逸
香
塁
八
八

遠

藤

賢

逸

　

八
八

渡

辺

明

夫
　
　
八
八

木

島

三

郎

　

八
八

矢
野
原
吉
夫
　
　
八
八

村

瀬

弥

一
員
き
八
八

渡

辺

文

子

　

八
八

遠
藤
冨
貴
子
　
　
八
八

山
内
喜
久
子
　
　
八
八

―

河

辺

―

清

水

幸

江

　

八
八

横
枕
千
代
子
　
　
八
八

清
水
美
佐
子
　
　
八
八

一則
田

　

孝
　
　
八
八

一剛
田

　

鈴
　
　
八
八

日
田
と
も
子
　
　
八
八

日
田
百
合
子
（撃
）
八
八

前

田

和

美

　

八
八

岩
谷
ひ
と
み
　
　
八
八

岩
谷
千
代
子
　
　
八
八

横
枕
七
右
衛
門
　
八
八

岩

谷

さ

ち
　
　
八
八

尾

藤

元

子
（撃
）
八
八

前
田
と
せ
子
　
　
八
八

岩

谷

ゆ

う

　

八
八

―

神

路

―

森

　

忠

敬
（闇
）
八
八

自

田

尊

徳
　
　
八
八

羽

生

　

清
　
　
八
八

山

田

童
（
人
（撃
）
八
八

―
　
牧
　
―

金

子

政

子
　
　
八
八

滝

日

準

一
理
き
八
八

栗
飯
原
常
人
　
　
八
八

土

松

康

二

　

人
八

日

置

貞

一　
　
八
八

土

松

貞

二

　

人
八

日

置

　

昇
　
　
八
八

遠

一膝
米

吉
　
　
八
八

土渥
藤

光

平
　
　
八
八

遠

藤

周

一　
　
八
八

滝

日

義

一
璽

ス

八

滝

日

　

治
　
　
八
八

田

口

勇

治

　

八
八

斎

藤

太

門
　
　
八
八

松

森

　

茂
　
　
八
八

加

藤

一
男
　
　
八
八

清

水

　

｛疋

　

八
八

日

置

元

衛
　
　
八
八

粥

川

　

溜
　
　
八
八

本

田

欽

一
貫
き
八
八

野

田

嘉

明
　
　
八
八

尾
藤
佐
紀
子
　
　
八
八

加
藤
登
美
子
　
　
八
八

滝

日

和

子

　

八
八

遠
藤
甲
子
男
　
　
八
八

早
瀬
ふ
み
子
　
　
八
八

―

栗

巣

―

島

崎

増

造
（肇
）
八
八

増

田

洋

子
　
　
八
八

寛

政

之

助
（彗
）
八
八

中
山
周
左

ェ
門
　
八
八

三
七
九
二

二
人
八
九

二
六
七

一

三
二
六
九

三
二
九
六

一二
五
二

一

三
五
二
〇

三
五
二
〇

一
一一一一一
一一二

二
四
三
六

三
二
五
四

一
〓
三
二
〇

三
二
八
五

二
七
二
六

三
〇
八
六

三
〇
九
〇

二
七
二
五

二
八
七
九

三
〇
五
二

四
〇
九
二

三
九
九

一

四
〇
九
〇

一二
〇
六
〇

一
〓
三
二
〇

三
四

一
五

一
〓
一〇
〓
一

二
七
四
七

三
四
七
七

四
五

一
九

二
九
三
七

二
四
四

一

二
四
四

一

二
四

一
三

二
五
〇
三

二
四
六
〇

二
五
三
二

二
四
六

一

二
四

一
九

二
四
四
六

二
四

一
八

二
四
五
八

二
七
五
人

三
四
四
七

一
〓
壬
二
人

三
八
九
四

二
七
五
九

二
四
三
九

三
五
〇
八

三

一
五
〇

二
四
七
五

一二
エハ
〓
一　
一

四

一
七
〇

三
九

一
七

二
人
九
三

四

一
八
二

二
〇
〇
五

二

一
八
九

三
五
九
二

二
〇
七
七

一
二
ハ
一
〇

=一
一 一 三 一 大 六 〇 二 六 一 〇 三 〇 六 一 六 六 一 五 六 一 七 五 六

一 二 九 〇 三 九 九 二 三 九 一

六 一 五 二 九 〇 五 一 一 一 六
八 〇 四 四 四 一 八 六 四 五 六 〇 二 四 一

八 一 七 八 九 一 三 六 六 〇 六 一 一 九 九

二
〇
八
三

三
七
三
〇

三
二
七

一

一
一
一　
一
四

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

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

一
一一
一三
六

四
〇
四

一

四
〇
三

一

二
七

二
八
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武

田

信

康

　

八
八

鷲

見

豊

夫

　

八
八

野

田

光

誠
　
　
八
八

―

古

道

―

細

川

　

優
（理
〓

八
八

清

水

克

巳
　
　
八
八

清

水

行

雄
　
　
八
八

上成
藤

堅

正
　
　
八
八

清

水

久

子

　

八
八

稲

葉

君

枝

　

八
八

平

沢

え

る
　
　
八
人

―

名
皿
部

―

有

代

宣
（
一　
　
人
八

有

代

和

夫

　

八
八

森

下

正

則
　
　
八
八

佐
尾
チ
ド
リ
員
せ
八
八

鷲

見

昭

三

　

八
八

水ヽ
谷

正

子
　
　
八
八

―

島

―

森

藤

雅

毅
一理
書

八
八

須

甲

甚

一　
　
人
八

山

田

長

次
　
　
八
八

山

田

昌

枝
　
　
八
八

森

　

数

雄

　

八
八

田

中

　

篤
　
　
八
八

奥

田

昌

明
　
　
八
八

直

井

篤

美

　

八
八

此

島

修

一
一（事
一
八
八

雉

野

尚

子
一撃
一
八
八

土遅
藤

利

雄
　
　
八
八

石

井

敏

子
　
　
八
八

此

島

吹

子
　
　
八
八

三
二
八
四

三
七
八
八

四
〇
二
七

二
人
六

一

二
八
六
二

三
九
〇
八

三
九
七
九

三
九
〇
八

二
人
六
三

三
八
七
三

三
七
九

一

一
〓
一〇

一

三
四

一
二
一

三
五
四
四

三
四
三

一

二
六
五
四

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

平成10年度 決   算   書

(収入の部)

(支出の部)

(単位 :円 )

(単位 :円 ) (支出の部 )

平成11年度 予

(収入の部)

算 (案 )

(単位 :円 )

(単位 :円 )

収入 1,726,907円 ― 支出 1,702,202=24,705円
(次年度へ繰り越し)

積立金 合計金240,000円 (平成7年度、8年度、9年度、10年度各60000円 )

ン
化
財
や
ま
と
」
第
二
四
号
　
平
成
卜

一
年
六
月

一
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
町
‘
）
財
保
護
協
会
　
代
表
者
／
土
松
新
逸
　
印
刷
者
／
白
鳥
印
刷

編

集

後

艶

●
往
事

沙
茫
　
都
て
夢
に
似
た
り

旧
遊
零
落
し
て
　
半
ば
泉
に
帰
す

す
ぎ
去

っ
た
昔

の
こ
と
は
、
遠

く
ぼ
ん
や
り
と
か
す
ん
で
し
ま

っ

て
、
す
べ
て
夢

の
よ
う

で
あ
る
。

か

つ
て

一
緒
に
遊
ん
だ
友
達
も
、

か
ら
だ
は
お
ち
ぶ
れ
て
、
し
か
も

そ
の
半
分
は
黄
泉

へ
行

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
詩
の
作
者
白
居
易

（七
七

二
～
八
四
六
）
な
ら
ず
と
も
、
私

達
会
員
の
中
に
も
悲
報
を
ま
ぬ
か

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
会
報
二
十
四
号
を
お
と
ど
け
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
編
集
子

自
ら
が
不
如
意
の
も
の
に
な

っ
て

し
ま

つ
た
こ
と
を
感
じ
、
申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
。

ｏ
今
春
三
月
の
文
化
財
研
修
旅
行
は
、

従
来
と
ち
が

っ
た
趣
の
旅
で
し
た
。

観
音
信
仰
が

一
般
庶
民
の
中
に
力

強
く
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
痛
感

し
ま
し
た
。

ｏ
ご
多
忙
の
中
を
、
原
稿
を
お
寄
せ

下
さ

っ
た
か
た
が
た
に
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ｏ
快
適
の
五
月
の
空
が
、
や
が
て
梅

雨
の
空
に
か
わ
り
ま
す
。
会
員
の

皆
様
方
の
ご
健
勝
を
念
じ
上
げ
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
（畑
中
記
）

項 □ 予 算 額 前年度決算額 増  減 摘  要

前年 度 繰越 金 24,705 19.260

1937000 1581000 356000

会 員 費 321,000 4,000
正会員 2.000X155

家族会員 1,000X15

特別会員費 1612000 l.260000 352000

日帰石升1参 8,000× 40

宙i自 研修28,000×40

役員会 2,000× 20

促進委員会

6000×22

補  助  金 0 大和町より

寄  付  金 26,500 ∠ゝ25,500

雑  収  入 普通預金利子

計 l.726、907 336.093

項 目 予算額 決算額 増  減 摘  要

前年度繰越金 19,260 19260 0

費 1,937,000 1,581,000 ∠ゝ356,000

会 員 費 325,000 321,000 ∠ゝ4000
止会貝 2,000× 153

家族会員 1.000× 15

特別会員費 1.612.000 1、 260.000 ∠ゝ352,000 日l― 研修 173,000

宿 11研修 1,057,000

役員会   30000

補  助  金 100,000 0 大和 田Tより

寄 イJ 金 1,000 26,500 Jl松会長 他

雑  J文  入 740 147 ∠ゝ593 普通預金利子

計 2,058,000 1.726.907 ∠ゝ331.093

項 目 予算額 前年度決算額 増  減 摘  要

会  議  費 80000 57314

1総 費 17820 32180

1役 員 会 費 30.000

業 183200C 1545486 296514

研 修 費 l,747,OKXl 1,467,586 279414

日帰研修 320,000

宿泊研修 1,120,000

役員会   40,000

1tlt委員会研修132,000

研修助成 135.000

会報発行費 77900 ∠ゝ2900

事 業 費 20.000 0 文化則保護活動費

争 務 局 貿 0

1消 耗 品 費 0

1通 信 費 0

1椛 馨 0 0 0

県協 会会 費 72,000 0

積  立  金 0 重要史ll出版基金の積立

予  備  菅 700C 20■ 0 497(

計 206300C 1702202 360798

項 目 予 算 額 決 算額 増  減 摘   要

会  議  費 22.686 ∠ゝ57.314

1総 会 費 17,820 ∠ゝ32,180

1役 員 会 費 4.866 ∠ゝ25,134

業  費 1,832,000 l,545,486 ∠ゝ286514

研 修 費 1,747,000 1,467586 ∠ゝ279,414 日帰研修 222.381

宿泊研修 118.632

役員会   37380
促進委員会研修

19,193

会報発行費 77,900 ∠ゝ2,900

事 業 費 10000 0 ∠ゝ 10,000 文化財展示費

事 務 局 費 0 ∠ゝ2,000

1消 耗 品 費 0 ∠ゝ1.000

1通 信 費 1,000 0 ∠ゝ1,000

1旅  費 0 0 0

県協 会 会費 ∠ヽ1,000

積  立  金 60,000 0 重要史料出版基金の積立

予 備  費 11,000 ∠ゝ8,970

計 2,058,000 l,702,202 ∠ゝ355,798


