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本
蛇
寺
本
尊
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

古

い
木
仏
像
（大
和
町
重
要
文
化
財
）

は
現
在
牧
区
遠
藤
仁
右
衛
門
家

（当

主
周

一
氏
）
に
安
置
さ
れ
て
あ
る
。

同
家
に
安
置
さ
れ
た
経
過
に
つ
い
て

『大
和
町
の
文
化
財
』
に

「本
木
像

は
木
蛇
寺
本
尊
と
伝
え
ら
れ
て
お
り

天
文
九
年

（
一
五
四
〇
）
越
前
朝
倉

勢
が
篠
脇
城

へ
来
襲
の
と
き
と
思
わ

れ
る
が
、
戦
禍
を
さ
け
て
牧
の
山
中

（現
在
仏
ヶ
洞
と
い
う
）

へ
木
蛇
寺

本
尊
を
移
し
て
置
い
た
。
の
ち
大
洪

水
で
流
れ
出
た
の
を
拾
い
上
げ
て
、

妙
見
神
社
本
殿
に
安
置
し
て
お
い
た
。

し
か
し
、
明
治
初
年
神
仏
分
離
令
の

出
さ
れ
た
際
、
神
主
栗
飯
原
家
に
移

し
て
管
理
し
て
い
た
。

昭
和
初
年
栗
飯
原
家
の
都
合
に
よ

り
同
家
の
分
家
土
松
良
三
郎
が
神
職

を
代
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
右
仏
像

を
同
家

へ
移
し
管
理
し
て
い
た
。
そ

の
後
た
ま
た
ま
、
木
蛇
寺
跡
に
住
み
、

慈
永
大
姉
の
墓
や
木
蛇
寺
先
祖
の
墓

（天
保

一
四
年
建
立
）
を
管
理
し
て

い
る
遠
藤
仁
右
衛
門
家
（当
主
周

一
）

が
、
右
仏
像
の
世
話
方
を
希
望
し
、

）

土
松
良
三
郎
よ
り
同
人
へ
預
け
現
在

に
至

っ
て
い
る
」
と
解
説
し
て
あ
る
。

右
良
三
郎
は
筆
者
の
父
で
あ
る
が
、

当
時
筆
者
は
外
地
の
公
務
員
と
し
て

勤
め
て
い
た
の
で
郷
里
の
こ
と
は
詳

し
く
な
い
が
、
昭
和
四
七
年
よ
り
大

和
村
史
編
集
事
務
局
に
勤
め
、
栗
飯

原
家
の
江
戸
末
期
の
神
職
豊
後
正
の

手
記

「万
留
帳
■
（大
和
村
史
史
料

編
に
登
載
）
を
解
読
筆
写
し
た
が
、

安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
二
月
五
日

記
に
右
木
蛇
寺
本
尊
に
つ
い
て

「当

村
木
蛇
寺
住
日
置
弥
右
衛
門
養
父

轍
赫
噸
父
去
る
秋
よ
り
病
気
に
て
追
々

大
病
に
な
り
絶
食
、
何
れ
今
日
か
明

日
か
と
申
頃
、
二
月
五
日
朝
見
舞
、

何
分
今
度
は
往
生
と
相
見

へ
申
候
、

何
ぞ
心
残
り
の
事
も
御
座
候

へ
ば
、

何
事
も
こ
れ
無
、
も

っ
と
も
丈
夫
に

て
有
な
れ
ば
話
合
度
も
有
、
妙
見
様

に
納
有
し
木
蛇
寺
本
尊
、
御
本
社
の

宝
物
に
て
何
共
諸
人
に
結
縁
薄
く
、

是
を
何
と
し
て
な
り
共
、
諸
人
の
参

―
・轟崚　
　
詣
す
る
所

へ
う

つ
し

御
崇
敬
申
度
、
此
事

ば
か
り
心
に
残
り
候

と
申
さ
れ
候
、
私
も

日
頃
其
義
も
思
合
せ
、

志
有
事
ゆ
へ
何
分
幣

殿

へ
移
し
て
な
り
共
、

又
別
に
小
堂
を
建
成
共
、
此
事
に
致

し
度
と
申
置
候
、
之
依
託
し
置
」
と

記
し
て
あ
り
、
妙
見
社
の
神
主
と
し

て
も
気
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
八
月

一
日
信
心
の
人
々
、

そ
の
内
で
も
当
村
久
右
衛
門
の
父
の

願
に
付
、
本
蛇
寺
本
尊
を
幣
殿

へ
下

し
拝
せ
候
也
、
参
銭
三
百
八
拾
四
文

有
」
と
記
し
て
い
る
。

木
蛇
寺
本
尊
と
い
わ
れ
る
古
仏
を

亡
父
良
三
郎
が
遠
藤
家

へ
預
け
て
大

切
に
管
理
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
に
は
感
謝
す
る
が
、
出
来
得
れ
ば

本
蛇
寺
跡
に
小
堂
を
建
て
、
心
あ
る

人
々
に
参
詣
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

日
置
弥
右
衛
門
や
栗
飯
原
豊
後
の
霊

も
さ
ぞ
か
し
喜
ん
で
く
れ
る
も
の
と

思
う
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
伝
木
蛇
寺
本
尊
仏
は

そ
の
お
姿
が
地
蔵
菩
薩
の
様
に
思
わ

れ
る
。
東
氏
が
栄
え
た
時
代
は
鎌
倉

末
期
か
ら
室
町
期
で
、
地
蔵
信
仰
の

全
盛
期
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
う
と
、

木
蛇
寺
の
本
尊
が
地
蔵
菩
薩
で
あ

っ

た
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
で
な
い
と

思
う
。
こ
の
木
仏
は
前
方
か
ら
拝
む

と
勿
体
な
い
位
お
顔
が
く
ず
れ
て
見

え
る
が
、
後
姿
に
は
美
し
い
線
も
見

え
、
立
派
な
仏
像
で
あ

っ
た
こ
と
が

感
じ
ら
れ
る
。

七 鈴 五 獣 鏡
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小
浜
国
宝
巡
り
に
参
加
し
て

有

　

代

　

』県

寺
社
や
仏
像
に
特
別
興
味
が
あ
る

訳
で
は
な
い
が
、
若
狭
の
早
春
と
旅

の
解
放
感
を
味
わ

っ
て
み
た
く
て
参

加
さ
せ
て
も
ら

つ
た
。

近
江
か
ら
小
浜

へ
通
じ
る
峠
に
は
、

車
窓
間
近
に
ま
だ
残
雪
が
あ
り
、
杉

林
は
雪
害
で
無
惨
に
も
折
れ
て
い
た
。

そ
の
昔
、
こ
の
道
も
京
都

へ
通
じ
る

道
の

一
つ
で
あ

っ
た
か
ら
、
冬
の
交

通
は
さ
ぞ
難
儀
だ
ろ
う
と
そ
の
苦
難

が
偲
ば
れ
た
。

最
初
に
訪
れ
た
明
通
寺
は
、
鎌
倉

時
代
の
様
式
を
残
す
三
重
塔
と
桧
皮

葺
き
の
本
堂
が
国
宝
で
、
説
明
書
に

は
そ
の
美
し
さ
気
高
さ
が
書
か
れ
て

い
た
が
、
私
に
は
、
素
朴
で
た
だ
古

い
建
物
の
尊
さ
だ
け
が
感
じ
ら
れ
た
。

カ
ジ
カ
が
棲
む
近
く
の
松
永
川
か
ら

は
ま
だ
そ
の
声
は
聞
か
れ
ず
、
岩
を

洗
う
波
音
と
梢
を
渡
る
微
か
な
風
音

だ
け
で
あ

っ
た
。

次
に
見
学
し
た
若
狭
歴

史
資
料
館
で
は
、
三
重
塔

の
模
型
が
朱
色
に
彩
色
さ

れ
、
建
立
当
時
の
美
し
さ

を
示
し
て
い
た
。

国
分
寺
は
奈
良
時
代
に

聖
武
天
皇
の
勅
願
に
よ

っ

て
全
国
に
建
立
さ
れ
た
寺

の

一
つ
だ
が
、
幾
度
か
の

火
災
に
よ
り
焼
失
し
、
江

戸
初
期
に
建
て
ら
れ
た
釈

迦
堂
が
立

つ
の
み
で
あ

っ

た
。
そ
れ
も
長
い
風
雪
に

さ
ら
さ
れ
、
壁
板
の

一
部

か
ら
空
が
見
え
る
有
様
だ

っ
た
。
だ
が
そ
の
中
に
安

座
す
る
木
造
薬
師
如
来
座

像
は
、
よ
く
保
存
さ
れ
、

穏
や
か
な
表
情
が
私
達
を

）

和
ま
せ
て
く
れ
た
。　
一
帯
は
伽
藍
跡

が
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
の
で
指
定
史

跡
に
な

っ
て
い
る
が
、
往
時
の
七
堂

伽
藍
を
偲
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。

羽
賀
寺
は
行
基
の
開
山
と
伝
え
ら

れ
る
。
入
母
屋
桧
皮
葺
き
の
本
堂
が
、

七
分
咲
き
の
紅
梅
を
前
に
室
町
時
代

か
ら
と
は
思
え
ぬ
堅
さ
で
件
ん
で
い

た
。
中
に
安
置
さ
れ
て
い
る
木
造
観

音
像
は
、
行
基
が
元
正
女
帝
を
モ
デ

ル
に
彫

っ
た
と
い
う
ふ
く
よ
か
な
顔

と
堂
々
た
る
体
格
と
彩
色
跡
か
ら
完

成
当
時
の
艶
や
か
さ
が
容
易
に
想
像

さ
れ
る
。
思
わ
ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押

さ
え
る
。

二
日
目
は
円
照
寺
か
ら
。
鎌
倉
時

代
の
本
造
大
日
如
来
座
像
を
参
拝
し

て
か
ら
、
江
戸
時
代
初
期
作
と
い
わ

れ
る
庭
園
を
見
る
。
一異
山
を
借
景
と

し
て
取
り
入
れ
た
日
本
庭
園
独
特
の

も
の
で
あ
る
。

妙
楽
寺
は
、
杉
木
立
を
縫

っ
て
参

道
を
上
る
と
、
左
に
古
く
簡
素
な
鐘

楼
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
小
じ
ん
ま
り

と
し
た
寄
棟
造
り
の
本
堂
が
あ

っ
た
。

鎌
倉
期
の
建
立
で
若
狭
に
現
存
す
る

最
古
の
建
立
と
い
う
。
今
に
も
蝉
し

ぐ
れ
が
し
そ
う
な
静
寂
な
境
内
で
あ

っ
た
。
住
職
は
、
寺
に
入
る
時
に
鐘

を
撞
く
と

「入
金
」
だ
か
ら
有
り
難

かL
明
通
寺

¨
国
宝
の
二
重
の
塔
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萬 徳 寺

い
と
笑
わ
せ
た
が
、
私
達

は
帰
り
に
撞
い
て
去

っ
た
。

万
徳
寺
に
上
が
る
と
す

ぐ
用
意
さ
れ
た
長
椅
子
に

座

っ
て
全
員
の
記
念
写
真

を
撮
る
。
寺
の
配
慮
か
、

写
真
屋
と
の
共
同
営
業
企

画
か
。
と
も
あ
れ
名
園
を

背
に
写
真
に
収
ま
る
。
敷

き
詰
め
ら
れ
た
白
砂
と
山

の
斜
面
に
か
け
て
の
ツ
ツ

ジ
を
見
な
が
ら
急
な
石
段

を
上
が
る
。
ツ
ツ
ジ
が
咲

い
て
い
た
な
ら
ど
ん
な
に

素
晴
ら
し
い
眺
め
だ
ろ
う

か
と
思
い
な
が
ら
。

最
後
は
神
宮
寺
で
あ
る
。

文
字
通
り
神
仏
を
祀
る
寺

で
あ
る
。
本
堂
の
前
に
し

め
縄
が
張
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
本
堂
は
室
町
時
代
の

建
立
で
、
木
鼻
や
妻
飾
、

軒
隅
の
反
り
、
彫
刻
等
が

華
麗
で
、
さ
す
が
若
狭
随

一
だ
と
思
わ
れ
た
。
住
職

の
話
が
ま
た
面
白
か

つ
た
。

決
め
つ
け
て
物
を
考
え
て

は
い
け
な
い
。　
一
旦
従
来

の
考
え
を
捨
て
、
初
め
か

ら
考
え
直
す
と
新
し
い
何

）

か
が
見
え
て
来
る
と
。
宗
教
に
つ
い

て
の
考
え
も
ま
た
同
じ
だ
と
言
う
。

う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
る
。

思
想
の
異
な
る
神
道
と
仏
教
が
同

居
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
中
世
の

こ
と
で
、
神
と
仏
が
習
合
し
た
信
仰

が
古
く
か
ら
あ

つ
た
。
日
本
の
神
々

は
イ
ン
ド
の
仏
菩
薩
の
姿
を
現
し
た

と
解
し
、
こ
の
思
想
を
基
に
宗
勢
を

拡
充
し
た
の
が
天
台
宗
と
真
言
宗
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
明
治
維
新
を
迎

え
て
分
離
さ
れ
た
が
、
神
宮
寺
の
よ

う
に
今
日
ま
で
そ
れ
を
引
き
継
い
で

い
る
寺
は
珍
し
い
。
し
か
し
、
実
際

に
は
日
本
人
の
生
活
の
中
に
は

が
ら
。

脚』椰鰤嘲れない』がな「　さミ

若
狭
の
早
春
と
い
に
し
え
の
仏

教
文
化
を
肌
に
感
じ
な
が
ら
、

二
日
間
の
古
寺
巡
り
を
終
え
る
。　

躍
ソ

同
行
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し
な
　
　
や

ヒ
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若

狭

小

浜

の
仏

像

井

　

俣

　

初

枝

お

ほ

ろ

か

に

も

ろ

て

の

ゆ

び

を

ひ

ら

か

せ

て

お

ほ

き

ほ

と

け

は

あ

ま

た

らヽ
し

た

り

こ
の
歌
は
、
ア
ム
津
八

一
」
の
奈

良
の
大
仏
賛
歌
の
歌
で
あ
る
。
「湖
の

あ
る
奈
良
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
小
浜

へ
、　
一
度
行

っ
て
見
た
い

と
常
々
思

っ
て
い
た
。
二
日
間
の
ご

縁
を
い
た
だ
き
、
暑
く
も
な
い
、
寒

く
も
な
い
、
穏
や
か
な
日
に
、
仏
教

文
化
が
、
密
集
す
る
小
浜
の
仏
さ
ま

に
巡
り
会
う
こ
と
が
出
来
た
。

薬
師
如
来
を
ま
つ
る
明
通
寺
を
は

じ
め
国
分
寺
の
釈
迦
如
来
坐
像
、
薬

師
如
来
像
、
お
そ
ら
く
こ
の
寺
も
諸

国
の
国
分
寺
と
同
じ
よ
う
に
変
転
を

繰
り
返
し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
羽

賀
寺

・
円
照
寺

・
妙
楽
寺

・
多

田

寺

・
神
宮
寺

・
万
徳
寺
、
ど
の
仏
さ

ま
も
素
朴
で
お
顔
に
の
ど
か
な
表
情

を
た
た
え
る
な
ど
し
て
、
こ
の
土
地

の
人
と
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
ん
だ

な
と
思

っ
た
。
仏
さ
ま
の
前
に
立

っ

た
と
き
だ
け
で
も
い
い
。
じ

っ
く
り

と
我
が
身
を
ふ
り
返

っ
て
見
る
こ
と

に
し
た
い
。

若
狭
神
宮
寺
の
由
来
が
楽
し
か
っ

た
。
住
職
の
尽
き
そ
う
も
な
い
な
が

―
い
話
。
最
後
は
、
鈴
を
買
わ
せ
ら

れ
た
。
音
色
の
い
い
鈴
で
あ

っ
た
。

み
ん
な
が
買

っ
た
。
鈴
が
売
れ
て
よ

か
っ
た
な
と
思
う
。
あ
ま
り
お
参
り

す
る
人
が
な
い
よ
う
な
お
寺
で
あ

っ

た
か
ら
。

「類
衆
国
史
」
に
よ
る
と
、
養
老

年
中
、
若
狭
比
古
神
が

仏
道
修
業
者
と
な

っ
た

神
主

・
朝
臣
赤
麿
に
神

身
離
脱
の
託
宣
を
し
た
。

そ
こ
で
赤
麿
は
、
道
場

を
建
立
し
て
仏
像
を
ま

つ
り
修
業
し
た
の
で
後

年
疫
病
を
防
が
れ
た
。

そ
し
て
こ
こ
の
道
場
を

神
願
寺
「後
の
神
宮
寺
」

と
号
し
た
と

あ
る
。
神
仏

習
合
の
神
と

仏
で
あ
る
か

ら
に
は
、
当

然
神
宮
寺
に

は
仏
像
が
祀

ら
れ
、
仏
事

が
修
さ
れ
る

レ⊂
い
つヽ
。

ま
た
、
奈

良
の
東
大
寺

二
月
堂

（お

水
取
り
）
の

香
水
を
送
る

所
と
し
て
、

遠
敷
と
東
大

寺
の
深
い
関

係
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
る

と
い
つヽ
。

若
狭
街
道

と
も
、
さ
ば

街
道
と
も
い

う
。
古
く
よ
り
奈
良
や
、
京
の
都
と

の
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

薬
師
如
来

・
観
音
菩
薩

・
小
浜
の
ほ

と
け
た
ち
、
こ
の
地
域
に
密
教
色
の

濃
い
特
殊
な
信
仰
の
存
在
が
、
人
ヶ

寺
に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
。
心
や
す

―
）

ら
ぐ
旅
で
あ

っ
た
。

小
浜
湾
の
ま

っ
直
ぐ
が
日
本
海
。

夭
折
の
女
流
歌
人
の
碑
が
海
の
見
え

る
丘
に
建

つ
と
い
う
。
も
う

一
度
訪

ね
て
み
た
い
。

登
美
子
の
碑
わ
か
さ
の
海
に
朧
な
る

重文の木造十一面観音菩薩立像



先
生
が
郡
上
高
校
に
赴
任
さ
れ
た

の
が
昭
和
三

一
年
四
月
、
私
の
全
日

制

へ
の
赴
任
は
、
翌
々
三
三
年
四
月

で
、
先
生
と
私
は
年
齢
が
丁
度

一
回

り
違
う
の
で
、
当
初
は
親
し
い
と
い

う
よ
り
は
尊
敬
す
べ
き
大
先
輩
で
あ

り
、
近
づ
き
難
い
存
在
で
も
あ

っ
た
。

以
来
、
昭
和
五

一
年
三
月
先
生
が

ご
退
職
に
な
る
ま
で
十
八
年
間
い
ろ

い
ろ
お
世
話
に
な

っ
た
が
、
温
厚
な

先
生
は
い
つ
も
穏
や
か
な
物
腰
で
同

僚
ば
か
り
で
な
く
生
徒
に
も
接
し
て

お
ら
れ
た
。
そ
の
お
姿
に
は
、
強
く

打
た
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。

私
が
特
に
先
生
を
敬
愛
す
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
、
先
生
が
単
に
温
厚

な
だ
け
の
人
物
で
は
な
く
、
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
体
現
し
た
よ
う
な
自

由
人
で
あ

っ
た
こ
と
だ
。
見
か
け
は

細
い
お
体
だ
が
、
骨
太
で
、
黙
々
と

信
ず
る
と
こ
ろ
を
実
践
し
て
お
ら
れ

た
。意

外
に
思
う
方
も
あ
る
と
思
う
が
、

先
生
は
ご
在
職
中
ず

っ
と
、
組
合
に

籍
を
置
い
て
お
ら
れ
た
。
教
育
正
常

化
の
嵐
の
中
で
も
、
欣
然
と
し
て
、

と
い
う
よ
り
も
、
淡
々
と
、
社
会
科

の
教
師
と
し
て
ま
た
働
く
者
と
し
て

組
合
に
参
加
す
る
の
は
、
ご
く
あ
た

り
前
の
事
と
、
な
ん
ら
気
負

っ
て
お

ら
れ
る
様
子
は
な
か

っ
た
。

三
度
日
に
ご

一
緒
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
平
成
元
年
、
退
職
し
て
や

っ
と
並
に
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会

の
会
員
と
し
て
活
動
に
参
加
で
き
る

よ
う
に
な

っ
た
時
だ

っ
た
。
先
生
は

副
会
長
と
し
て
、
ご
活
躍
に
な

っ
て

お
ら
れ
た
。
以
前
と
少
し
も
お
変
わ

り
に
な

っ
て
い
な
い
お
人
柄
に
接
し

て
本
当
に
嬉
し
か

っ
た
。

平
成
二
年

一
二
月
に
先
生
を
中
心

に
大
和
町
郷
土
史
研
究
会
が
結
成
さ

れ
た
。
会
員
数
こ
そ
け

つ
し
て
多

い

と
は
い
え
な
い
が
、
先
生
の
ご
尽
力

の
お
陰
で
、
会
は
着
実
に
前
進
し
、

そ
の
成
果
は
三
冊
の
会
報

「史
苑
や

ま
と
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
中
で

も
先
生
の
理
路
整
然
と
し
た
、
力
強

く
的
確
な
論
説
は
、
郷
上
を
愛
さ
れ

た
先
生
の
お
姿
を
い
つ
ま
で
も
私
た

ち
の
心
の
う
ち
に
と
ど
め
る
こ
と
を

疑
わ
な
い
。

平
成
四
年
の
当
初
、
先
生
か
ら
大

和
町
史
史
料
編
続
編
の
編
集
に
参
加

し
な
い
か
と
い
う
お
誘
い
を
受
け
た
＾

そ
の
切
実
な
お
心
に
打
た
れ
て
委
員

の
末
席
を
汚
す
こ
と
に
な

っ
た
。
当

時
の
こ
と
を

『史
料
編
続
編
上
』
の

編
集
後
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
お

ら
れ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
す

る
こ
と
に
す
る
。

買
前
略
）
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
史

料
編

（注
、
前
の
史
料
編
）
は
紙
面

を
圧
縮
す
る
た
め
相
当
無
理
を
し
て

刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

通
史
編
上
巻
（昭
和
五
九
年
九
月
刊
）

同
下
巻

（昭
和
六
三
年

一
二
月
刊
）

の
出
版
が
終
わ
り
、
編
集
委
員
会
は

解
散
し
た
。
長
い
年
月
に
亘
る
重
い

荷
物
が
肩
か
ら
下
り
た
の
で
あ
る
。

）

し
か
し
、
そ
の
安
堵
感
と
同
時
に
、

先
に
刊
行
さ
れ
た
史
料
編
の
積
み
残

し
の
史
料
が
気
掛
か
り
と
な

っ
た
。

平
成
三
年

一
〇
月
に
野
田
前
委
員
長

が
逝
去

（八
四
歳
）
さ
れ
る
と
、
こ

の
思
い
は

一
層
深
く
な

っ
た
ｃ
年
月

を
経
る
に
つ
れ
て
、
せ

つ
か
く
集
め

ら
れ
た
史
料
も
散
逸
す
る
恐
れ
も
あ

り
、
ま
た
、
前
史
料
編
発
刊
後
に
新

し
く
発
見
さ
れ
た
史
料
も
あ
る
。
故

委
員
長
の
意
志
を
付
度
す
る
と
、
奉

仕
作
業
で
で
も
、
続
編
を
作
成
す
べ

き
で
な
か
ろ
う
か
、
旧
委
員
の
数
名

が
こ
の
よ
う
な
思
い
で

一
致
し
た
。

（後
略
と

こ
の
よ
う
な
思
い
で
心
血
を
注
い

で
編
集
に
打
ち
込
ん
で
お
い
で
に
な

っ
た
の
に
、
そ
の
完
成
を
ご
覧
に
な

る
こ
と
な
く
逝
去
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。

私
た
ち
は
仮
綴
じ
の

一
冊
を
御
霊

前
に
捧
げ
た
が
、
悔
し
さ
は
筆
舌
に

尽
く
し
難
い
。
残
さ
れ
た
者
の
務
め

と
し
て
、
ご
意
志
を
受
け
継
い
で
事

業
の
完
成
を
目
指
し
た
い
と
思
う
。

い
ま
改
め
て
、
先
生
の
編
集
に
な

る
本
紙
前
号
を
見
る
に
、
先
生
の

「

後
記
」
の
お
言
葉
が
心
に
泌
み
て
、

人
の
世
の
無
情
に
打
ち
拉
が
れ
る
思

い
で
あ
る
。
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈

り
す
る
の
み
で
あ
る
。



本
年
新
た
に
指
定
一さ

一
、
人
間
見
自
山
神
社
の
大
神
楽 れ

濃

二
、
古
瀬
戸
三
耳
壼

大
間
見
は
以
前
か
ら
白
山
神
社

ヘ

奉
納
し
て
い
た
大
神
楽
を
、
安
永
二

年

（
一
七
七
三
）
に
自
鳥
町
野
添
貴

船
神
社

へ
伝
授
し
、
神
路
の
小
十
郎

（森
正
紀
家
の
先
祖
）
が
伊
勢
か
ら

習

っ
て
来
た
大
神
楽
を
伝
授
さ
れ
た

と
伝
え
て
い
る
。
既
に
使
用
し
て
い

る
小
太
鼓
に
安
永
七
年
七
月
の
記
が

あ
り
、
安
永
年
間
に
新
し
く
大
神
楽

を
習

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の

後
嘉
永
年
間

（
一
臥
硼
臥
）
に
氏
子

坪
井

・
古
田
の
両
名
を
伊
勢

へ
派
遣

し
て
四
カ
月
間
に
わ
た

っ
て
神
楽
の

技
を
修
得
さ
せ
、
大
神
楽
を
充
実
さ

せ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
大
間
見
で
は
大

神
楽
を
充
実
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
後

明
治
五
年

（
一
人
七
二
）
以
後
、
大

和
町
剣
、
小
間
見

へ
、
ま
た
、
自
鳥

町
二
日
町
な
ど

へ
伝
授
し
て
お
り
、

人
間
見
大
神
楽
は
大
神
楽
の
総
師
と

い
つヽ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

平
成

一
〇
年
白
雲
山
古
墓
群
の
盛

土
の
崩
れ
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、

鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
初
期
の
も

の
で
あ
る
。
器
高
二
七

ｃｍ
、
日
径

一

二

釧
位

（破
損
し
て
い
る
）
、
底
径

一
〇
・五

ｃｍ
で
、音
同
台
は
ハ
の
字
型
で

あ
る
。
鉄
分
の
多

い
枯
葉
釉
が
か
か

）

っ
て
お
り
、
一肩
と
胴
に
九
条

の
線
が

あ
る
。

白
雲
山
古
墓
群
か
ら
、
以
前
に
古

瀬
戸
四
耳
壺

・
三
耳
壺

・
瓶
子

・
ど

び
ん
等
が
出
土
し
て
お
り
、

い
ず
れ

も
大
和
町
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。

膚壌
11:|,11鷺
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口
樹
日
日
回
事
―
業
　
報
　
生日

４
月
２７
日
　
執
行
部
会
開
催

（役
員
会

・
総
会
の
事
案
）

５
月
３‐
日
　
役
員
会

（総
会
の
事
案
他
）
、
監
査
会

会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
２４
号
の
発
行

６
月
７
日
　
執
行
部
会
、
総
会
な
ら
び
に
研
修
会
に
つ
い
て

２８
日
　
総
会
な
ら
び
に
講
演
会

総
　
会

¨
１０
年
度
会
務

・
会
計
報
告
、

１１
年
度
予
算

・
事
業
計
画
、
役
員
改

選

（全
員
留
任
）

講
演
会

¨
「古
い
地
名
あ
れ
こ
れ
」
講
師
‥
佐
藤
と
き
子
氏

７
月
１２
日
　
執
行
部
会
、
木
蛇
寺
史
跡
標
柱
の
設
置
お
よ
び
案
内
板
の
設
置

３‐
日
　
東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
等
の
清
掃
及
び
阿
千
葉
城
跡
の
清
掃
管
理
作
業
の
実
施

８
月
７
日
　
薪
能
協
賛
お
よ
び
文
化
財
関
係
の
来
客
に
対
応

１０
月
２‐
日
　
執
行
部
会
の
開
催

（役
員
会

・
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

＝
月
６
日
　
役
員
会
の
開
催

（日
帰
り
研
修
の
計
画
）

１１
月
１８
日
　
日
帰
り
研
修
の
実
施

一
葛
井
寺
千
手
観
音
と
法
隆
寺
夢
殿
救
世
観
音
評
観

（

３８
名
参
加
）

‐２
月
１８
日
　
役
員
会

（於

¨
や
ま
つ
つ
じ
）

■
年
度
会
務

・
会
計
中
間
報
告
、　
一
泊
研
修
に
つ
い
て

（小
浜
市
の
国
宝
め

ぐ
り
）
、
書
記
に
佐
藤
光

一
、
会
計
に
大
井
正
明
両
人
を
承
認

２
月
２４
日
　
執
行
部
会
の
開
催

（
一
泊
研
修
に
つ
い
て
）

３
月
３
日
　
役
員
会
の
開
催

（
一
泊
研
修
旅
行
の
最
終
計
画
）

４

月

２

日

～

３

日
一
泊
研
修
旅
行
の
実
施

（福
井
県
小
浜
市
の
羽
賀
観
音
な
ど
国
宝
め
ぐ
り
七

寺
、
な
ど
）
（参
加
者
２９
名
）

●
平
成
＝
年
度
中
の
物
故
者

１１
年
■
月
９
日
　
山
　
田
　
日国
　
枝

さ
ん

ク

・２
月
１２
日
　
小

野

江

選

亘里
さ
ん

・２
年
２
月
２６
日
　
畑
　
中
　
浄
　
園

さ
ん
　
　
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

日

目

事

業

計

画

い

４
月
　
　
執
行
部
会
開
催

（役
員
会

・
総
会
の
事
案
）

５
月
　
　
役
員
会

（総
会
の
事
案
他
）
、
監
査
会
、
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
２５
号
の

発
行

６
月
　
　
執
行
部
会
、
総
会
な
ら
び
に
研
修
会

（講
演
会
の
開
催
）

７
月
　
　
執
行
部
会

３０
日
　
東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
等
の
清
掃
及
び
阿
千
葉
城
跡
の
清
掃
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
、
役
員
会
の
開
催
、
町
内
指
定
文
化
財
の
視
察
計
画
、
文
化

財
展
示

・
収
蔵
館
建
設
促
進
委
員
会

１０
月
　
　
執
行
部
会

・
役
員
会
の
開
催
、
日
帰
り
研
修
の
計
画
、
町
民
祭

へ
の
参
加

＝
月
　
　
執
行
部
会
、
日
帰
り
研
修
の
実
施

‐２
月
　
　
役
員
会
、　
一
泊
研
修
の
計
画

２
月
　
　
執
行
部
会
の
開
催
、　
一
泊
研
修
の
広
報

３
月
　
　
役
員
会
の
開
催
、　
一
泊
研
修
旅
行
の
実
施

以
上
の
ほ
か
、
本
会
の
目
的
に
参
考
と
な
る
展
示
会
、
発
表
会
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
検
討

の
上
計
画
外
で
も
積
極
的
に
参
観

・
参
加
の
機
会
を
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
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大 和 田 化 財 保 護 協 会 規 約

第  一  章           たる。

(名 称)                      5 会長、副会長、書記、会計は、執行部を構

第 1条 本会は、大和町文化財保護協会と称し、岐    成し、会務の執行にあたる。

阜県文化財保護協会大和町支部とする。      6 監事は、会計を監査する。

2 本会は、事務所を大和町教育委員会に置 く。 (任 期 )

(目  的)                   第 8条 役員の任期は二年とし、再選を妨げない。

第 2条 本会は、県本部と連絡を密にし、各専門委  (顧 問)

員の協力を得て、本地域の文化財の保護、顕  第 9条 本会は、会長の推薦により、総会の議を経

彰及び活用に努めるとともに、会員相互の研     て顧間を推載することができる。

究を深め、もってこの地域住民の文化の向」

に資する。                           第  四  章

(事 業)                       (会  議)

第 3条 本会は、前条の目的を達成するために次の  第10条 執行部会、理事会は、必要の応 じて会長が

事業を行う。                   召集する。

一、文化財の保護、顕彰及び活用に関すること    2 総会は毎年一回、会計年度終了後一ヶ月以V  
二、文化財の調査、研究              内に会長が召集する。ただし、会長または理

三、文化財に関する講習会、研究会、文化財め    事会が必要と認めた場合には、臨時に総会を

ぐり等の開催実施                招集することができる。

四、その他本会の目的を達成するために必要な事業  (決 議)

第11条 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数

をもって決する。

第  二  章        (重 要事項)

(会 員)                   第12条 次の事項は、総会に提出し、その承認を受

第 4条 本会の会員は次の通 りとする。          けなければならない。

一、正会員 本会の目的に賛同し会費年額2,000   -、 事業計画および収支予算についての事項

円を納めるもの                二、事業報告および収支決算についての事項
二、家族会員 前号の会員の家族で、会費年額   三、その他、理事会において必要と認めた事項

1,000円 を納めるもの

三、特別会員 本会の事業を後援 し、特別会費           第  五  章

年額一口3,000円 以上を納入するもの      (経  費)

四、賛助会員 本会の事業に賛助 し、賛助会費  第13条 本会の運営に要する経費は、会費、事業に

年額一口10,000円 以上を納入するもの        伴う収入、寄付金及び補助金などをもって支

v (入  会)                      弁する。

第 5条 会員になろうとするものは、年会費を事務    2 会費の中から、理事の人数分の会費を県本

所に納入することでその資格を得る。        部に納入する。

(会計年度)

第  二  章        第14条 本会の会計年度は毎年 4月 1日 に始まり翌

(役 員)                        年 3月 31日 に終わる。

第 6条 本会には次の役員を置 く。

理事30名 以内 (内 会長一名、副会長二名)          第  六  章

とする。監事二名。             (そ の他 )

2 理事、監事は、総会でこれを選出する。   第15条  この規約に定めるもののほか、本会の運営

3 会長、副会長、理事の互選とする。        について必要があるときは、総会に諮って細

(任 務)                          則を設けることができる。

第 7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故ある

ときはその職務を代行する。         付則

3 本会の事務を処理するため、書記、会計を  1.規 約の変更は、総会の決議による。

置き、理事の中から会長が任命する。     2.こ の規約は昭和52年 7月 29日 から施行する。

4 理事は、理事会を組織 し、会務の運営にあ
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藤

堅

正

　

八
八

清

水

久

子
　
　
八
八

稲

葉

君

枝
　
　
八
八

平

沢

え

る
　
　
八
八

―

名
皿
部

―

有

代

真

一
　

人
人

有

代

和

夫
　
　
八
八

森

下

正

則

　

八
八

佐
尾
チ
ド
リ
（１
一
八
人

鷲

見

昭

〓
一　
　
人
八

水ヽ
谷

正

子
　
　
八
八

―

島

―

森

藤

雅

毅
一肇
一
八
八

須

甲

甚

一　
　
人
八

山

田

長

次
　
　
八
八

森

　

数

雄

　

人
八

田

中

　

篤
　
　
人
八

奥

田

昌

明
　
　
八
八

直

井

篤

美

　

八
八

此

島

修

二
一撃
一
八
八

雉

野

尚

子
一票
一
八
八

遠

藤

利

雄

　

八
八

石

井

敏

子
　
　
八
八

此

島

吹

子
　
　
八
八

二
八
六

一

二
八
六
二

三
九
〇
八

三
九
七
九

三
九
〇
八

二
八
六
三

三
八
七
三

三
七
九

一

三
二
〇

一

三
四

一
三

二
五
四
四

三
四
三

一

二
六
五
四

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

平成12年度 予 算 (案 )

(単位 :円 )

平成11年度 決

(収入の部) (単位 :円 ) (収入の部 )

(単位 :円 )

(支出の部 ) (単位 :円 )

収入 1,569,256円 ― 支出 1,556,914=12,342円
(次年度へ繰り越し)

積立会会計 合計金300,000円 (平成 7 8・ 9・ 10・ 11年度各60,000円 )

平
成

(支 出の部 )

松
新
逸

編

集

後

詭

●

「往
時

炒
茫

都

て
夢
に
似
た

り
」
云
々
、
こ
れ
は
本
紙
編
集
委

員
長
で
あ

っ
た
故
畑
中
浄
園
師
が

前
号
の
編
集
後
記
に
書
か
れ
た
書

き
出
し
の

一
節
で
す
が
、
い
ま
、

そ
の
後
記
を
読
み
返
し
つ
つ
涙
を

こ
ら
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

現
実
と
い
う
も
の
の
悲
し
さ
、
や

る
せ
な
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。

●
会
報
二
十
五
号
を
お
と
ど
け
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
浄
園
師

に
か
わ

っ
て
急
遠
編
集
に
当
た
り
、

自
ら
の
不
如
意
さ
を
し
み
じ
み
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。

●
今
春
の
文
化
財
研
修
旅
行
は
、
若

狭
国
宝
め
ぐ
り
で
大
変
勉
強
に
な

り
、
あ
り
が
た
い
旅
で
あ
り
ま
し

た
。
多
く
の
尊
い
仏
像
を
拝
観
で

き
ま
し
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
出

し
て
お
り
ま
す
。

●
ご
多
忙
の
中
を
、
原
稿
を
お
寄
せ

下
さ

っ
た
皆
さ
ん
に
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

●
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

お
体
を
大
事
に
さ
れ
ま
す
よ
う
、

会
員
皆
様
の
ご
健
康
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

（土
松

記
）

印
刷
者
／
白
鳥
印
刷

項 目 予 算 額 前年度決算額 増  減 摘  要

前年度繰越金 12342 24705 ∠ゝ12363

費 1,934.000 1,394.500

会 員 費 322,000 ∠ゝ6.000
正会員 2.000X154

家族会員 l ooo× 14

特別会員費 1.612.000 1,066.500 545500

IJり景石升1夕 8.000× 40

宿泊研修28,000× 40

役員会  2000× 20

促進委員会6000× 22

補  助  金 100000 100000 0 大和町より

寄  付  金 ∠ゝ49000

諸  収  入 普通預金利子

計 2,047,500 1.569,256 478,244

財
や
ま
と
」
第
二
五

項 目 予 算額 決 算 額 増  減 摘   要

前年度繰越金 24,705 0

費 1,937.000 1,394,500 ∠ゝ542,500

会 員 費 325,000
正会員 2.000× 156

家族会員 1000× 16

特別会員費 1,612.000 1066500 ∠ゝ545500

日帰研修 293500

宿泊研修 755000

役員会   18,000

補  助  金 100,000 100,000 0 大和町より

寄  付  金

諸  収  入 ∠ゝ244 普通預金利子

計 2,063,000 1,569,256 ∠ゝ493744

項 目 予 算 額 前年度決算額 増  減 描  要

議  費 30.236

1総 費 15,000 25,000

1役 員 会 費 14,764 5,236

業  費 1,847,000 1,378,120

研 修 費 1,712.000 1,285.720 426280

日帰研修 320,000

4首 ,自 石升1参 1120000

役員会   40,000

促進委員会 132000

研修助成 100,000

会報発行費 ∠ゝ12,400

事 業 費 0 55,000
町内文化財見学費

(500× 110)

事 務 局 費 0

1消 耗 品 費 0 1.000

1通 信 費 0 1,000

1旅 費 0 0 0

県 本 部 会 費 64,000 74,000 ∠ゝ10,000

積  立  金 60,000 0 重要史ll出 版基金の積立

予  備  費 14500 15030 ∠ゝ530

△
ロ 計 2,047.500 1,556,914 490.586

十
二
年
六
月

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

項 目 予‐算額 増 摘  要

議  費 29,764 ∠ゝ50236

総 会 費 15,000 ∠ゝ35,000

役 員 会 費 14,764 ∠ゝ15236

業  費 1,842,000 1,378,120 ∠ゝ463,880

研 修 費 1,747,000 1285720 ∠ゝ461280

日帰研修 323500

宿泊研修 770.000

役員会   23000
研修助成 169,220

会報発行費 92.400 17,400

事 業 費 20,000 0 ∠ゝ20,000

務 局 費 0 ∠ゝ2,000

消 耗 品 費 0 どゝ1000

通 信 費 0 ´ゝ1,000

旅 費 0 0 0

県 本部会 費 74,000

積  立  金 60,000 60,000 0

予  備  費 15,030

計 2063.000 1.556.914 ∠ゝ506,086
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