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文
化
財
の
保
護

―
と
く
に
文
書
に
つ

大
和
町
で
は
、
東
家
資
料
‐０８
点
を

は
じ
め
、
明
建
神
社
文
書
５７
点
、
栗

飯
原
家
文
書
２４
点
、
牧
区
文
書
‐３２
点
、

落
部
大
坪
家
文
書
９８
点
、
古
道
則
次

家
文
書
９９
点
、剣
田
代
家
文
書
４４
点
、

合
計
５６２
点
の
文
書
類
が
郡
上
市
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
何
れ

も
こ
れ
ま
で
大
切
に
管
理
保
存
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
、
則
次
家
文
書
は
９９
点
全

部
が
宝
暦
騒
動
関
係
文
書
で
あ
る
。

あ
の
４
年
半
に
及
ぶ
長
い
苦
し
い
闘

争
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
闘
争
資

金
の
調
達
だ
け
で
も
並
大
抵
の
苦
労

で
は
な
か

っ
た
。
紙
の
産
地
と
は
い

え
、
上
質
な
紙
を
使
用
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

写
真
①
は
、
宝
暦
７
年

（
１
７
５
７
）

‐２
月
の

「立
者
寝
者
人
別
帳
」
、
②

は
宝
暦
８
年
３
月
１
日
か
ら
の

「江

戸
江

下
ス
国
方

而
書
留
之
書
」
、
③

は
宝
暦
８
年
３
月
の
「国
方
村
々
江
回

△
本
　
長
　
佐

藤

光

状
相
廻
写
シ
」
の
表
紙
並
び
に
そ
の

内
容

（部
分
）
の
現
況
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
宝
暦
騒
動
関
係
の
き
わ

め
て
重
要
な
文
書
で
あ
る
た
め
、
こ

れ
ま
で
研
究
者
達
に
よ

っ
て
し
ば
し

ば
閲
覧
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
複

合
的
原
因
に
よ
り
か
な
り
傷
み
が
は

げ
し
い
。

言
う
ま
で
も
無
く
文
化
財
は

一
度

失
わ
れ
る
と
、
再
生
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
保
護
と
活

用
は
大
き
な
矛
盾
を
背
負
わ
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

以
前
は
文
書
の
保
存
と
言
え
ば
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
方
法
で

あ

っ
た
。
大
量
の
資
料
を
Ш
～
囲
に

縮
小
で
き
、
紙
よ
り
も
保
存
が
便
利

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
き
な
施
設
で

利
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
設
備
が

高
価
で
あ
り
、
利
用
に
は
マ
イ
ク
ロ

リ
ー
ダ
ー
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら

一
般
に
は
利
用
で
き
な
い
の
が

１
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剛
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と
活
用

い
て
―

現
実
で
あ
る
。

幸
い
Ｉ
Ｔ
の
普
及
に
よ
り
文
書
を

比
較
的
簡
便

・
低

コ
ス
ト
で
デ
ジ
タ

ル
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
文
書
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
文
書
を
繰
り

返
し
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
消
耗
を

防
ぐ
と
と
も
に
、
い
つ
で
も
何
処
で

も
、
自
由
自
在
に
利
用
で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
。
今
こ
そ
消
滅
の
危
機
に

瀕
し
て
い
る
少
な
く
と
も
宝
暦
騒
動

関
係
の
文
書
を
、
現
状
で
保
存
す
る

こ
と
に
着
手
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
追
々
他
の
全
文
書

も
手
が
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

と
は
言
え
、
奉
仕
作
業
で
総
て
を

解
決
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
予
算

の
裏
付
け
等
行
政
の
理
解
と
援
助
を

切
に
望
む
も
の
で
あ
る
。
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３０
年
振
り
の
能
登
半
島

か
つ
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
華
や
か
な
り
し

頃
、
入
社
十
年
頃
の
中
堅
社
員
に
慰

労
出
張
の
よ
う
な
今
考
え
る
と
夢
の

よ
う
な
制
度
が
あ
り
、
他
の
同
僚
二

人
と
共
に
、
自
分
の
有
給
休
暇
と
併

せ
て
、
三
泊
五
日
の
能
登
半
島

一
周

ド
ラ
イ
ブ
旅
行
を
計
画
し
ま
し
た

が
、
そ
の
際
の
最
大
の
目
玉
は
、
羽

昨
の
な
ぎ
さ
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
で
し

た
。東

京
の
渋
谷
、
六
本
木
を
管
内
に

受
け
持

つ
港
地
区
に
属
し
て
い
た
私

達
は
前
夜
の
中
に
東
名
を
出
立
、
彦

根
で
８
号
線
に
出
て

一
睡
も
せ
ず
に

金
沢
に
到
着
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着

い
た
憧
れ
の
地
で
し
た
。
そ
う
い
う

訳
で
、
先
日
二
日
目
の
昼
食
後
、
千

里
浜
か
ら
今
浜
ま
で
８
師
の
海
浜
疾

走
は
、
私
に
と

っ
て
３２
年
振
り
に
味

わ
う
至
福
の
、
そ
し
て
色
々
な
思
い

の
こ
も

っ
た
懐
か
し

い

一
瞬

で
し

た
。

今
度
の
計
画
は
、
先
頃
完
結
し
た

五
木
寛
之
氏
の
百
寺
巡
礼
、
北
陸
編

を
参
考
に
し
た
と
の
事
で
す
が
、
い

つ
も
ど
う
り
見
学
場
所
や
コ
ー
ス
の

選
定
な
ど
、
幹
事
の
方
々
の
苦
心
が

目
に
見
え
る
よ
う
で
し
た
。

昨
年
同
様
、
今
年
も
桜
の
開
花
時

期
を
見
越
し
て
時
期
を
遅
ら
せ
た
の

に
、
荘
川
や
自
川
で
は
山
の
様
な
雪

が
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
、
四
月
も
半
ば

だ
と
い
う
の
に
、
ど
こ
で
も
上
着
だ

け
は
手
放
せ
な
い
風
の
冷
た
さ
で
し

た
。
出
発
し
た
頃
は
少
し
怪
し
い
空

模
様
で
し
た
が
、
何
人
か
の
方
が
傘

を
購
入
し
て
下
さ

っ
た
お
陰
で
、
そ

の
後
は
申
し
分
な
い
晴
天
続
き
で
し

た
。１

５
６
号
線
北
の
外
れ
近
く
の
砺

波
市
井
波
の
瑞
泉
寺
、
本
堂
の
建
物

は
北
陸
随

一
の
大
き
さ
だ
そ
う
で
す

が
、
お
寺
と
共
に
彫
刻
が
有
名
な
町
、

ガ
ラ
ス
戸
越
し
に
彫
り
師
が
作
業
し

て
い
る
店
が
何
軒
か
有
り
、
家
々
の

軒
先
に
看
板
か
表
札
代
わ
り
に
仏
様

や
十
二
支
な
ど
の
動
物
が
彫
ら
れ
た

作
品
が
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
見
て

回
る
だ
け
で
も
楽
し
く
、
中
に
は
濡

洒
な
私
設
美
術
館
も
あ

っ
て
、
最
初

か
ら
バ
ス
の
短

い
見
物
時
間
で
は
と

て
も
足
り
な
い
感
じ
で
し
た
。

次
い
で
高
岡
市
の
前
田
利
長
公
菩

提
寺
の
瑞
竜
寺
、　
一
直
線
に
並
ぶ
総

門
、
山
門
、
仏
殿
、
法
堂
を
回
廊
で

囲
む
芝
生
の
広
い
庭
は
、
サ
ッ
カ
ー

場
の
な
か
に
建
て
た
お
寺
と
い
う
感

じ
で
、
ほ
か
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い

鉛
の
瓦
だ
と
か
、
名
匠
と
い
わ
れ
た

棟
梁
の
巧
み
の
技
な
ど
、
加
賀
藩
主

の
壮
大
さ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で

し
た
。

新
鮮
な
魚

で
知
ら
れ
る
氷
見
で
の

昼
食
後
、
能

登
最
古

の
真

宗
寺
院
、
阿

岸
本
誓
寺
、

三
大
茅
葺
き

の

一
つ
と

い

わ
れ
る
屋
根

が
遠
く
か
ら

一
日
で
分
か

り
ま
し
た
。

維
持
が
大
変

な
の
で
瓦
に
し
て
は
と
の
声
に
、
先

祖
が
守

っ
て
き
た
も
の
を
私
共
で
絶

や
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
の
門
徒
の

意
見
に
従

っ
た
と
か
、
５
月
の
花
祭

り
の
パ
レ
ー
ド
に
使
う
自
象
の
ハ
リ

ポ
テ
が
、
片
隅
に
大
事
そ
う
に
置
か

れ
て
い
る
の
が
目
を
引
き
ま
し
た
。

茅
葺
き
に
マ
ッ
チ
す
る
か
の
よ
う
に

本
堂
の
石
段
は
見
事
に
苔
む
し
て
お

り
、
上
り
下
り
す
る
の
に
気
が
引
け

る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。

こ
こ
で
も
過
疎
の
問
題
は
重
く
、
茅

葺
き
屋
根
が
続
く
の
は
、
後
何
年
ぐ

ら
い
な
の
で
し
ょ
う
？

３０
年
前
と
今
度
の
旅
行
と
旅
の
目

的
が
違
う
の
で
、
見
物
箇
所
が

一
致

す
る
の
は
総
持
寺
祖
院
と
、
朝
市
だ

け
で
し
た
が
、
総
持
寺
で
覚
え
て
い

る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
す
か
ら
今
回
は
、
山
岡
鉄
舟

の

「鐵
樹
抽
枝
石
樹
開
花
」
の
襖
四

枚
だ
け
を
覚
え
ま
し
た
。
穴
水
か
ら

輪
島

へ
抜
け
て
、
能
登
を
横
断
し
ま

し
た
が
、
こ
こ
で
も
山
の
荒
廃
が
気

に
な
り
ま
し
た
。
特
に
日
立

っ
た
の

は
荘
川
か
ら
御
母
衣
湖

へ
抜
け
る
奥

美
濃
の
山
々
、
昨
年
の
台
風
の
被
害

そ
の
ま
ま
で
し
た
。
北
陸
道
を
始
め

道
路
網
の
整
備
で
便
利
に
は
な
り
ま

し
た
が
、

３０
年
前
と
比
べ
日
本
は
良

く
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

自
然
の
荒
廃
と
共
に
、
思
い
や
り

と
か
、
恥
じ
ら
い
、
奥
ゆ
か
し
さ
な

ど
日
本
人
の
美
し
い
心
が
、
少
し
ず

つ
失
わ
れ
た
様
な
気
が
し
ま
す
。

二
日
目
は
輪
島
の
朝
市
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。
こ
こ
だ
け
は
昔
通
り
の

賑
や
か
さ
で
し
た
が
、
こ
じ
ん
ま
り

と
纏
ま

っ
て
し
ま

っ
た
感
じ
で
、
粗

野
な
田
舎
臭
さ
が
失
わ
れ
た
気
が
し

ま
し
た
。
獲
れ
た
て
の
鳥
賊
が
ど
ん

な
色
を
し
て
い
る
か
？
　

しヽ
」
で
教

え
ら
れ
た
話
の
好
き
な
元
気
な
お
ば

さ
ん
達
が
、
少
な
く
な

っ
た
気
が
し

て

一
寸
沐
し
い
感
じ
で
し
た
。
で
も

外
と
比
べ
る
と
値
段
だ
け
は
安
く
、

し
こ
た
ま
買
い
込
ん
だ
発
砲
ス
テ
ロ

ー
ル
の
荷
物
は
重
く
、
駐
車
場
ま
で

の
道
は
ず
い
ぶ
ん
長
く
感
じ
ら
れ
ま

瑞泉寺山門

総持寺「鐵樹抽枝石樹開花J襖

ヽ

｀本

ミ
川

ヽ 喜

ミ,



し
た
。

私
の
隣
に
座

っ
た
方
は
、
時
ど
き
、

ワ
ン
カ
ツ
プ
や
缶
ビ
ー
ル
を
旨
そ
う

に
飲
ん
で
い
ま
し
た
が
、
朝
市
の
お

土
産
は
バ
ス
ま
で
重
い
の
で
、
そ
の

ま
ま
宅
急
便
に
頼
ん
だ
そ
う
で
す
。

帰

っ
た
翌
日
ま
で
旅
行
の
楽
し
さ
を

味
わ

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
要
領
の

良
い
利
口
な
叔
父
さ
ん
で
し
た
。

気
多
神
社
参
拝
の
後
は
、
日
蓮
宗

の
北
陸
本
山
の
妙
成
寺

へ
、
こ
こ
の

五
重
塔
は
独
特
な
趣
が
あ
り
、
色
々

な
場
所
か
ら
も
素
敵
な
眺
め
の
多

い

境
内
で
し
た
。

午
後
に
入

っ
て
金
沢
市
内

へ
、
こ

の
春
オ
ー
プ
ン
し
た
２．
世
紀
美
術
館

か
ら
兼
六
園
下
を
通
過
す
る
頃
は
、

お
天
気
と
共
に
人
も
桜
も
満
開
、
連

体
の
様
な
華
や
か
な
気
分
で
し
た
。

金
沢
中
心
部
か
ら

一
寸
外
れ
た
野
田

山
大
乗
寺
、
鳴
ら
し
て
は
い
け
な
い

鐘
を
鳴
ら
し
て
怒
ら
れ
な
が
ら
聴
い

た
若
い
修
行
僧
の
初
々
し
い
説
明
が

微
笑
ま
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
は
、
石
川
県
に
二
つ
も
あ
る

小
松
空
港
そ
ば
の
那
谷
寺
、
私
に
は

初
め
て
の
場
所
で
、
奇
岩
遊
仙
境
の

境
内
は
階
段
、
洞
穴
、
崖
が
多
く
足

の
弱
い
方
に
は
か
な
り
き
つ
い
コ
ー

ス
だ

つ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
散
策
路

終
わ
り
近
く
の
楓
月
橋
、
鎮
守
堂
か

ら
眺
め
た
対
面
の
山
頂
近
く
の
赤
松

の
枝
振
り
は
、
何
と
も
見
事
で
あ
り

ま
し
た
。

以
上
が
各
地
で
の
所
感
で
す
が
、

ち
ょ
と
残
念
だ

っ
た
の
は
、
ガ
イ
ド

さ
ん
が
い
つ
も
の
方
で
な
か

っ
た
点

で
す
。
後
藤
さ
ん
な
ら
ば
必
ず
前
日

に
図
書
館
で
調
べ
て
き
て
、
回
数
は

少
な
く
て
も
、
我
々
の
意
に
添
う
説

明
を
し
て
く
れ
た
は
ず
、
で
も
今
度

の
枡
田
さ
ん
が
駄
目
と
い
う
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
桝
田
さ
ん
は
桝
田
さ

ん
な
り
の
新
鮮
さ
が
有
り
ま
し
た
。

高
速
道
の
ト
ン
ネ
ル
の
長
さ
ベ
ス
ト

５
な
ど
私

の
常
識
外

の
事

で
し
た

し
、
東
海
北
陸
の
完
成
後
の
そ
の
占

め
る
位
置
や
道
路
網
の
展
開
、
展
望

な
ど
、
非
常
に
興
味
を
持
た
さ
れ
た

話
題
で
し
た
。
お
酒
の
つ
ま
み
珍
味

ベ
ス
ト
３
や
、
外
国
人
の
見
た
日
本

の
庭
園
ベ
ス
ト
３
な
ど
、　
一
番
美
し

い
農
村
風
景
は
ど
こ
な
の
で
し
ょ
う

か
？
　
つ
い
最
近
、
琵
琶
湖
を

一
周

し
て
き
て
朽
木
地
方
の
棚
田
百
選
を

探
し
て
き
た
身
に
は
嬉
し
い
知
識
で

し
た
。
泊
ま

っ
た
宿
で
ア
ス
ナ
ロ
の

葉
や
挿
し
木
を
調
達
、
希
望
者
に
配

つ
て
く
れ
た
の
に
は
喜
ん
だ
方
も
多

か

っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
も
後
藤
さ
ん
を
望
む
の

は
、
私
の
贅
沢
な
我
が
儘
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
話
を
羽
昨
の
海
岸
に
戻
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。
憧
れ
の
海
岸
の
ド

ラ
イ
ブ
を
楽
し
み
、
焼
き
蛤
の
味
を

充
分
堪
能
し
た
後
は
、
七
尾
、
穴
水

経
由
で
半
島
の
突
端
、
禄
剛
崎
か
ら

当
時
も
棚
田
の
代
表
的
な
も
の
と
さ

れ
た
い
た
自
米
の
千
枚
日
、
都
心
近

辺
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
海
の

水
の
透
明
さ
に
感
激
し
た
能
登
金
剛

な
ど
を
廻
り
、
帰
路
に
就
き
ま
し
た

が
、
そ
の
後
３
人
は
勤
務
先
も
代
わ

リ
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
て
何
年
も
会

っ

て
居
り
ま
せ
ん
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
変
遷
と

共
に
、
時
代
の
ス
ピ
ー
ド
に
追
わ
れ

た
３
人
の
中
で
は
、
私
が

一
番
境
遇

が
変
わ
り
ま
し
た
。
羽
昨
か
ら
わ
ず

か
半
日
ぐ
ら
い
し
か
か
か
ら
な
い
岐

阜
の
山
奥
の
家
内
の
故
郷
に

「終
の

棲
家
」
を
見
付
け
る
な
ん
て
、
当
時

は
夢
に
も
思

っ
て
い
な

い
事

で
し

た
。早

い
も
の
で
こ
の
地
に
来
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
も
う
１０
年
、
こ
の
４
月

で
私
も
古
希
を
迎
え
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
が
、
年
齢
も
代
が
変
わ
る
と
ガ

ク
ン
と
体
調
に
変
化
を
来
た
し
、
足

元
、
手
先
、
日
の
周
り
な
ど
、
老
化

が
進
ん
だ
よ
う
で

一
寸
気
に
な
り
ま

す
。
看
護
す
る
身
が
い
つ
の
ま
に
か

さ
れ
る
側
に
変
わ
る
、
佐
江
衆

一
の

「黄
落
」
の
世
界
。
長
生
き
す
る
老

人
が
益
々
肩
身
が
狭
く
な
る
そ
ん
な

最
近
の
世
相
等
と
も
併
せ
て
、
羽
咋

の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
イ
で
の
感
慨
は
、

一
言
で
は
説
明
で
き
な
い
色
々
な
想

い
が
去
来
し
ま
し
た
。　
元
気
な
体

調
を
維
持
す
る
に
は
、
毎
日
の
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
の
積
み
重
ね
が
大
事
な
様

で
す
ね
。
そ
し
て
元
気
な
運
転
が
出

来
る
の
も
７０
代
の
う
ち
、
思
う
存
分

走
り
回
る
積
も
り
で
す
。

夕
食
後
、
バ
ス
の
最
後
は
例
に
よ

っ
て
高
田
好
胤
さ
ん
の
テ
ー
プ
、
お

月
さ
ん
の
ウ
サ
ギ
の
話
と
い
っ
て
も

甘
や
か
さ
れ
て
る
ば
か
り
で
、
本
当

の
優
し
さ
と
厳
し
さ
が
欠
け
て
い
る

現
代
の
子
育
て
に
つ
い
て
諄
々
と
説

か
れ
る
好
胤
さ
ん
の
ゆ
っ
く
り
し
た

話
に
併
せ
る
か
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド

で
、
１
５
８
号
線
を
ト
ラ
ッ
ク
や
他

の
車
に
追
い
越
さ
せ
て
、
我
々
の
バ

ス
は
た
ん
た
ん
と
走

っ
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
の
原
稿
を
書
い
て
る
最
中
、

都
会
で
は
、
１
０
０
ｍ
を
超
え
る
ス

ピ
ー
ド
を
出
し
た
電
車
が
脱
線
、
１

０
７
名
の
犠
牲
者
を
出
し
た
り
、
パ

リ
郊
外
や
、
数
年
前
、
私
も
走
破
し

た
こ
と
の
あ
る
磐
越
道
で
は
バ
ス
が

横
転
し
た
り
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を

思
う
に
つ
け
、
若
い
の
に
安
心
し
て

運
転
を
任
せ
ら
れ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
に

頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。

幹
事
を
代
表
し
て
の
最
後
の
有
代

さ
ん
の
挨
拶
は
、
失
礼
な
が
ら
年
々

上
達
さ
れ
る
よ
う
で
、
短
い
話
の
中

で
の
心
の
こ
も

っ
た
ス
ピ
ー
チ
は
、

単
な
る
拍
手
だ
け
で
は
申
し
訳
な
い

様
な
思
い
で
し
た
。
幹
事
の
方
を
始

め
お
世
話

い
た
だ

い
た
何
人
も

の

方
、
そ
し
て
楽
し
い
旅
行
に
気
を
遣

っ
て
頂
い
た
お

一
人
お

一
人
に
御
礼

し
た
い
気
持
ち
で
す
。

本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ

い
ま
し

た
。

妙成寺庭園より五重塔を望む



大
和
町
に
多
大
な
貢
献

平
成
１７
年
２
月
１９
日
、
大
和
町
の

歴
史
、
文
化
を
生
か
し
た
町
づ
く
り

に
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
た
だ
い
た

東
胤
駿
氏
が
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。

東
胤
駿

２
あヽ
た
ね
た
り

氏
は
三
〇

〇
有
余
年
に
わ
た
り
、
郡
上
の
中
心

地
と
し
て
栄
え
た
中
世
山
田
の
庄
の

初
代
領
主
東
胤
行
か
ら
数
え
て
、
第

２７
代
目
の
ご
当
主
で
あ
り
ま
し
た
。

胤
駿
氏
と
大
和
町
の
か
か
わ
り

は
、
昭
和
５２
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
在
住
の

ご
長
男
の

一
時
帰
国
に
あ
わ
せ
、
横

浜
市
か
ら
郡
上
を
お
訪
ね
に
な

っ
た

時
か
ら
で
し
た
。

そ
の
後
、
明
建
神
杜
七
日
祭
り
に

は
毎
年
来
て
い
た
だ
き
、
当
町
と
の

関
係
は
親
密
に
な

っ
て
い
き
ま
し

た
。当

時
、
大
和
村
で
は
村
史
の
編
纂

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
過
程
で

東
氏
の
歴
史
資
料
が
、
小
田
原
図
書

館
に
預
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
き

っ
か
け

に
な

っ
て
、
東
家
に
代
々
家
宝
と
し

て
受
け
継
が
れ
て
き
た
古
文
書
を
、

大
和
村

へ
寄
託
す
る
と
い
う
約
束
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
歴
史
民
族
資
料
館
の
建

設
を
機
に
、
昭
和
６２
年
３
月
、
貴
重

な
東
家
資
料
を
大
和
町
に
寄
託
さ

れ
、
さ
ら
に
、
平
成
６
年
に
は
資
料

の
全
て
を
大
和
町
に
無
償
で
ご
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。

胤
駿
氏
は
古
の
東
氏
の
故
郷
、
大

和
町
の
大
自
然
の
な
か
で
の
生
活
を

ご
希
望
さ
れ
、
平
成
１０
年
秋
か
ら
は

主
た
る
居
所
と
し
て
大
和
町
牧
で
生

活
さ
れ
、
平
成
１１
年
８
月
に
は
、
住

所
も
大
和
町
に
移
さ
れ
て
、
名
実
と

も
に
大
和

の
住
人
と
な
ら
れ
ま
し

た
。以

下
の
文
は
大
和
町
歴
史
民
族
資

料
館
オ
ー
プ
ン
当
日
の
挨
拶
で
す
。

故
胤
駿
氏
を
偲
ん
で
掲
載
し
ま
し

た
。本

日
、
こ
の
晴
れ
や
か
な
式
典
の

席
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
、

お
祝
い
の
ご
挨
拶
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
こ
と
は
、
わ
た
く
し
に
と

り
ま
し
て
大
変
に
光
栄
な
こ
と
と
存

じ
て
お
り
ま
す
。

実
は
３
年
前
に
、
私
は
大
和
村
が

大
和
町
に
な
り
ま
し
た
時
の
式
典
の

席
に
お
招
き
を
受
け
て
伺

っ
た
と
き

の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
時
、

初
め
て
、
大
和
町
民
の
歌
と
い
う
も

の
を
伺
い
ま
し
た
。
こ
の
中
に
、
「東

氏
の
こ
こ
ろ
今
に
う
け

・
・
・
」
と

い
う
歌
詞
が
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
を

私
が
聞
き
ま
し
た
と
き
に
は
、
本
当

に
驚
き
ま
し
て
、
身
の
締
ま
る
想
い

を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
か
ら

も
私
は
、
ご
当
地
に
伺
う
度
に
、
実

は
だ
ら
し
な
い
生
活
を
し
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
参
り
ま
す
時

に
は
、
緊
張
し
て
、
い
つ
も
伺

っ
て

お

っ
た
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

現
在
、
私
が
東
家
の
当
主
と
い
た

し
ま
し
て
、
第
２７
代
を
継
い
で
お
る

も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
現
在
、
私

が
東
と
し
て
こ
こ
に
存
在
し
て
お
り

ま
す
の
に
は
、　
一
つ
の
大
き
な
問
題

が
あ
る
と
思
う

の
で
ご
ざ

い
ま
す

が
、
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
大
き

く
、
こ
の
町
で
も
、
ど
こ
で
も
う
た

わ
れ
て
お
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
今

日
の
式
典
と
は
関
係
な
い
わ
け
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
こ
の

こ
と
は

一
言
申
し
上
げ
て
お
き
た
い

と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
元

禄
５
年
に
東
の
幼
少
の
常
久
が
亡
く

な
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
７
歳
で
不
幸

な
死
を
遂
げ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
、
本
来
な
ら
ば
、
後
継
者
が
無
か

っ
た
な
ら
ば
、
当
然
お
取
り
つ
ぶ
し

と
い
う
段
階
に
入
る
は
ず
で
あ
り
ま

す
。と

こ
ろ
が
そ
の
時
に
、
ご
当
地
の

皆
様
方
の
ご
尽
力
が
あ
り
ま
し
て
、

東
氏
遠
藤
家
は
再
興

い
た
し
ま
し

て
、
近
江
の
三
上
の

一
万
石
の
城
主

に
な

つ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
で
、

こ
の
遠
藤
家
再
興
と
言
う
こ
と
は
、

こ
れ
は
非
常
に
重
大
な
事
で
あ

っ
た

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
お

そ
ら
く
不
可
能
な
く
ら
い
の
難
し
い

問
題
で
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ

れ
を
当
時
の
皆
様
方
の
嘆
願
に
よ
り

ま
し
て
、
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
う

事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
後
に
、

浅
野
家
の
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
大

石
内
蔵
助
が
、
主
家
の
再
興
を
第

一

の
目
的
と
し
て
願
い
出
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
原
因
が
原
因
で
あ

る
だ
け
に
望
み
が
達
せ
ら
れ
な

い

で
、
仇
討
ち
に
変
化
し
た
も
の
と
私

は
考
え
ま
す
が
、
そ
の
お
家
再
興
の

手
本
と
な

っ
た
の
が
、
こ
の
、
遠
藤

家

の
元
禄

５
年

の
再
興
で
あ

っ
た

と
、
私
は
考
え
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。そ

の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
非
常

な
感
謝
を
皆
様
に
捧
げ
て
お
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
後
、
直
接
の
ご
縁
は
絶
た

れ
ま
し
て
、
三
〇
〇
年
経
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
東
家
の
生
ま
れ
で
は
ご
ざ

い

ま
せ
ん
で
、
他
家
か
ら
養
子
に
入

っ

た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

昭
和
７
年
に
養
子
縁
組
に
な
り
ま

し
て
、
跡
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
時
に
、
先
代
の
胤
禄

冗

ね
よ
し

は
、
私
に
、
お
前
に
譲

っ
て

や
る
も
の
は
東
と
言
う
姓
と
、
娘
と

一
つ
は
こ
の
古
文
書
で
あ
る
と
、
こ

れ
だ
け
し
か
譲
る
物
は
無
い
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
で
、
当
然
私
は
、
学
校

を
出
た
て
の
若
者
で
ご
ざ

い
ま
し
た

が
、
す
ぐ
、
私
は
、
望
ん
で
お
り
ま

し
た
職
業
に
就
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
私
は
、
明
治
の
丙
午



の
年
の
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

生
ま
れ
た
時
か
ら
馬
好
き
で
、
宮
内

庁
の
御
料
牧
場
の
ニ
ー
カ
ッ
プ
牧
場

に
就
職
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

電
気
の
な
い
生
活
を
家
内
共
々
８
年

暮
ら
し
ま
し
て
、
５
人
の
子
供
を
も

う
け
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
戦
争
末

期
に
、
先
代
の
胤
禄
は
、
昭
和
１９
年

５
月
に
み
ま
か
り
ま
し
て
、
私
が
２

７
代
目
を
継
が
ね
ば
な
ら
ん
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
の
家
に
、

一
つ
は
こ
の
古
文
書
が
残

っ
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
後
、
箱
を
開

け
て
み
ま
す
と
、
次
か
ら
次

へ
と
３０

数
点

の
古
文
書
が
出
て
き
ま
し
た

が
、
ほ
と
ん
ど
が
重
要
な
書
類
ば
か

り
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
変
な

物
だ
と
言
わ
れ
、
こ
れ
は
お
ろ
そ
か

に
私
の
家
に
置
い
て
、
間
違
い
が
起

こ
つ
た
ら
大
変
だ
と
思
い
ま
し
て
、

小
田
原
図
書
館
の
館
長
さ
ん
に
お
願

い
し
て
、
お
預
か
り
を
い
た
だ
い
た

の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
が
、
昭
和

４０
年
頃
の
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ

れ
も
、
お
役
所
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
館
長
さ
ん
が
変
わ
ら
れ
ま

す
と
、
こ
れ
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら

な
い
。
非
常
に
不
安
定
な
状
態
に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
何
と
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
私
も
苦
慮

し
て
お

っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
、
そ
れ
ま
で
音
信
不
通

に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
、
こ
の
大
和

町
と
私
と
の
間
に
、　
一
つ
の
繋
が
り

が
で
き
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
昭
和
３７
年
に
、
こ
の
古
文
書
が

小
日
原
に
預
か

っ
て
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
ど
こ
か
ら
お
知
り
に
な

っ
た

の
か
、
こ
れ
は
私
に
は
よ
く
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
け
れ
ど
、
と
に
か
く

私
の
所

へ
、
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

皆
様
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
て
、
ご

覧
く
だ
さ

つ
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま

す
。
こ
の
時
に
、
私
は
も
と
も
と
こ

の
古
文
書
の
出
発
点
は
こ
の
大
和
町

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
、

大
和
町
に
お
預
か
り
頂
い
て
、
大
事

に
し
て
頂
く
こ
と
が

一
番
良
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し

て
、
そ
の
後
、
こ
こ
に
、
こ
ち
ら
に

伺
い
ま
し
た
折
り
に
、
以
前
の
山
下

町
長
さ
ん
と
色

々
お
話
を
し
た
結

果
、
こ
の
資
料
館
の
問
題
が
浮
か
び

出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大

き
な
雪
害
や
風
水
害
の
関
係
か
ら
予

算
が
で
き
な
く
て
、
延
び
延
び
と
な

り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
、

こ
こ
で
立
派
な
資
料
館
が
で
き
あ
が

り
ま
し
た
こ
と
は
、
誠
に
嬉
し
い
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
早
速
、
で
き

あ
が
る
と
同
時
に
お
預
か
り
を
願
う

約
束
を
呆
た
し
得
た
訳
で
ご
ざ
い
ま

す
。
で
、
こ
れ
は
勿
論
、
大
和
町
に

差
し
上
げ
て
し
ま

っ
て
も
い
い
も
の

で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
つヽ
い
う
文
書
と
い
う
も
の
は
、
や

は
り
、
そ
の
跡
を
継
い
で
い
る
者
が

存
在
す
る
限
り
は
そ
の
者
の
所
有
に

な

っ
て
い
る
こ
と
が

一
番
重
要
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
て
お
り

ま
し
た
の
で
、
私
が
所
有
者
で
あ
り
、

保
管
は
大
和
町
の
皆
様
方
に
お
願
い

申
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
、
考
え

を
相
談
し
て
決
め
ま
し
て
、
今
日
に

至

っ
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」ヽ
れ
が
、

こ
の
史
料
が
こ
の
町
に
お
願
い
す
る

経
過
で
ご
ざ

い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
古
文
書
が
い
か
に
し

て
私
の
代
ま
で
無
事
に
移

っ
て
き
た

か
、
こ
れ
は
誠
に
不
思
議
で
あ
り
ま

す
。四

六
〇
年
間
、
こ
こ
に
東
氏
遠
藤

家
は
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
無
事

で
あ

っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ

い
ま
せ

ん
。
幾
た
び
か
の
戦
乱
を
経
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
遠
藤
家
が
滅
亡

の
危
機
に
瀕
し
た
間
は
、
東
氏
で
な

く
て
、
こ
の
書
類
が
ど
こ
に
あ

っ
た

の
か
、
こ
れ
は
私
が
未
だ
に
分
か
ら

な
い
疑
間
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
跡
を
継
ぎ
ま
し
た

の

は
、
戸
田
家
か
ら
夫
婦
養
子
で
入
り

ま
し
た
、
い
わ
ゆ
る
戸
田
遠
藤
で
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
家
も
非
常
に

固
い
家
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
年
々
ご

先
祖
の
菩
提
を
弔
い
に
使
者
を
こ
ち

ら
に
立
て
て
お

っ
た
と
い
う
話
し
を

聞
き
、
そ
れ
で
、
遠
藤
家
と
こ
の
町

と
の
つ
な
が
り
は
ず

っ
と
幕
末
ま
で

続
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
す
が
、
何

と
言

っ
て
も
、
こ
の
戦
争
の
間
に
め

ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な
り
ま
し
て
、
つ
い

に
連
絡
が
途
絶
え
て
お

っ
た
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
で
、
こ
れ
が
ま
た
天
の

助
け
の
よ
う
に
繋
が
り
が
で
き
ま
し

て
、
お
願
い
が
で
き
ま
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
私
も
、
こ
の
土
地
に
対
す

る
お
礼
の

一
端
を
い
さ
さ
か
な
が
ら

呆
た
し
得
た
と
い
う
気
持
ち
で
お
り

ま
す
。

こ
こ
で
、
こ
の
保
管
と
い
う
こ
と

を
、
私
の
手
か
ら
町
の
皆
様

へ
お
願

い
を
申
し
上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
、
幸
に
し

て
、
そ
の
取
り
扱
い
は
必
ず
し
も
立

派
な
取
り
扱
い
を
し
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん

ど
の
虫
食

い
の
跡
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん
。
ほ
と
ん
ど
の
物
が
無
傷
に
近
い

状
態
で
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
後
ほ
ど
ご
覧
に
な
れ
ば
お
分
か
り

に
な
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
で
、
こ

の
状
態
は
七
〇
〇
年
か
ら
七
五
〇
年

続
い
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か

ら
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
先
も
何
十
年
、

何
百
年
と
続
き
う
る
も
の
で
ご
ざ

い

ま
す
の
で
、
そ
の
点
は

一
つ
皆
様
方

に
お
譲
り
を
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。で

、
私
の
考
え
と
し
て
は
、
最
早

東
家
も
ま
た
、
い
つ
ど
う
な
る
こ
と

か
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
ど
う

い
う
も

の
が
生
ま
れ
出
て
来
る
か
も
分
か
り

ま
せ
ん
の
で
、
私
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
こ
の
町
に
お
預
け
を
し
て
い
る

と
い
う
形
で
す
が
、
本
来
は
、
心
の

内
で
は
も
う
お
預
け

っ
ぱ
な
し
に
す

る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
、
そ
う

で
２

」
と
で
、　
一
つ
皆

さ
ん
方
に
は
、
今
後
共
に
、
こ
の
古

文
書
は
ご
保
存
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
願
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
お
慶
び
の
言

葉
に
か
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

-5-



l       「1:1:

４
月
２‐
日
０
　
執
行
部
会

（年
間
事
業
計
画
当
に
つ
い
て
）

「文
化
財
や
ま
と
」
編
集
委
員
会

原
稿
依
頼
に
つ
い
て

５
月
２７
日
囚
　
執
行
部
会
、
役
員
会
提
出
議
題
に
つ
い
て

２９
日
０
　
「文
化
財
や
ま
と
」
編
集
委
員
会

６
月
１０
日
囚
　
監
査
会
、
役
員
会

平
成
１５
年
度
会
務

・
決
算
報
告
に
つ
い
て
、
平
成
１６
年
度
事
業
計
画

・
予
算
案
に
つ
い

て
、
平
成
１６
年
度
総
会
に
つ
い
て
、
会
費
徴
収
に
つ
い
て

２９
日
ω
　
平
成
１６
年
度
総
会

会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
発
刊

（発
行
部
数

４００
部
）

同
日
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
第
１
回
理
事
会

７
月
１
日
肉
　
執
行
部
会

５
日
０
～
９
日
０
　
寿
学
級
文
化
財
展
示
館
見
学
の
案
内

（見
学
者
２５５
名
）

‐９
日
０
　
第
２
回
役
員
会

２５
日
０
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
町
村
文
化
財
め
ぐ
り

（高
鷲
町
、
参
加
者
３５
名
）

２８
日
０
　
東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
清
掃

・
阿
千
葉
城
跡
清
掃

・
明
建
神
社
桜
並
木
施
肥

（参
加
者
４５

名
）

８
月
７
日
０
　
七
日
祭

・
薪
能

（東
庄
町
郷
土
史
研
究
会
４
名
来
訪
）

１０
月
８
日
り
　
研
修
部
会

１０
日
０
　
執
行
部
会

‐８
日
０
　
第
３
回
役
員
会

（秋
季
日
帰
り
研
修

・
文
化
財
収
蔵
展
示
館
等
に
つ
い
て
）

＝
月
１０
日
因
　
秋
季
日
帰
り
研
修

（西
濃
の
文
化
財
を
訪
ね
て
、
参
加
者
４２
名
）

‐２
月
６
日
０
　
執
行
部
会

‐７
日
０
　
第
４
回
役
員
会
、
事
業

・
会
計
中
間
報
告
、
懇
親
会
そ
の
他

１
月
１５
日
ω
～
２５
日
の
　
「文
化
財
ぐ
じ
ょ
う
」
の
編
集
、
発
行

２３
日
０
　
研
修
部
会

（
１６
年
度
１
泊
研
修
に
つ
い
て
）

２８
日
０
　
執
行
部
会

（
１６
年
度
１
泊
研
修
、
役
員
改
選
に
つ
い
て
）

２
月
２３
日
ω
　
第
５
回
役
員
会
、

１６
年
度
１
泊
研
修
、
役
員
改
選
に
つ
い
て

日
‐６
年
度
１
泊
研
修
は
４
月
１３
日
Ｑ
～
１４
日
的
に
実
施
す
る
。

国
役
員
は
全
員
留
任
す
る
。

以
上
２
点
を
決
定
す
る
。

３
月
８
日
ω
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
第
２
回
理
事
会

（郡
文
セ
４．．会
議
室
）

４
月
１３
日
因
～
１４
日
囚
　
平
成
１６
年
度
１
泊
研
修
の
実
施

（越
中

・
加
賀
の
文
化
財
を
た
ず
ね
る
。
参

加
者
４４
名
）

計

．画

５
月
１４
日
０
　
執
行
部
会

（年
間
事
業
計
画
当
に
つ
い
て
）

執
行
部
会
、
役
員
会
提
出
議
題
に
つ
い
て

「文
化
財
や
ま
と
」
編
集
委
員
会

原
稿
依
頼
に
つ
い
て

５
月
１９
日
囚
　
第
１
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

３０
日
０
　
監
査
会
、
役
員
会

平
成
１６
年
度
会
務

・
決
算
報
告
に
つ
い
て
、
平
成
１７
年
度
事
業

計
画

・
予
算
案
に
つ
い
て
、
平
成
１７
年
度
総
会
に
つ
い
て
、
会

費
徴
収
に
つ
い
て

６
月
１７
日
い
　
平
成
１７
年
度
総
会

会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
発
刊

（発
行
部
数

４００
部
）

７
月
１
日
０
　
執
行
部
会

‐９
日
ω
　
第
２
回
役
員
会

期
日
未
定
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
町
村
文
化
財
め
ぐ
り

３‐
日
０
　
東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
清
掃

・
阿
千
葉
城
跡
清
掃

８
月
７
日
０
　
七
日
祭

・
薪
能

１０
月
５
日
因
～
６
日
囚
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会

「秋
の
文
化
財
探
訪
」

８
日
０
　
研
修
部
会

（秋
の
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

＝
日
の
　
執
行
部
会

‐８
日
ω
　
第
３
回
役
員
会

（秋
季
日
帰
り
研
修

・
文
化
財
収
蔵
展
示
館
等

に
つ
い
て
）

期
日
未
定
　
秋
季
日
帰
り
研
修

‐２
月
５
日
０
　
執
行
部
会

‐６
日
０
　
第
４
回
役
員
会
、
事
業

・
会
計
中
間
報
告
、
懇
親
会
そ
の
他

※
以
下
期
日
未
定研

修
部
会

（
１７
年
度
１
泊
研
修
に
つ
い
て
）

執
行
部
会

（１７
年
度
１
泊
研
修
、
役
員
改
選
に
つ
い
て
）

第
５
回
役
員
会
、

１７
年
度
１
泊
研
修

‐７
年
度
１
泊
研
修
の
実
施

◎

以
上
の
ほ
か
、　
本
会
の
活
動
に
合
致
し
た
展
覧
会

・
発
表
会
等
に
は
、
協

議
の
上
で
き
る
だ
け
参
加
す
る
。
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平
成
１７
年
　
４
月
末
現
在

会
員
名
簿
興
□

■
剣

山

下

運

平
（顧
闊
八
八
‐
二
四
〇
六

旗

　

勝

美

（闇
）
八
八
‐
二
〇
三

一

村

瀬

童
自
八
　
　
八
八
‐
二

一
二
人

河

合

俊

次
（彗
）
八
八
‐
三
二
四
六

小

池

久

江
（彗
）
八
八
‐
二
五
七
六

山
下
ふ
み
え
　
　
八
八
‐
三
二
二
七

加

藤

正

恵
　
　
八
八
‐
二

一
〇
七

一局
橋

　

明
　
　
八
八
‐
二
四
人
八

加

藤

文

蔵
　
　
八
八
‐
二
人
〇
二

佐

藤

光

一
貫

一
八
八
上
壬

一〇

一

佐
藤
人
重
子
　
　
八
八
‐
三
二
〇

一

田

中

和

久
　
　
八
八
‐
三
二
〇
〇

一昌
橋

義

一
ｍ
撃
八
八
‐
三
七
九
二

一昌
橋

叙

子
　
　
八
八
‐
三
七
九
二

河

合

　

恒
　
　
八
八
‐
二
三
五
人

河

合

芳

英
　
　
八
八
‐
二
三
〇
四

加

藤

小

式
　
　
八
八
‐
二
三
二
九

森
前
と
し
子
（理
吾
八
八
‐
三
四
七
九

新

蔵

　

守

　

八
八
上

≡
一七
五

岩
崎
扶
美
子
　
　
八
人
‐
三
五
二

一

河

合

利

雄
（撃
）
八
八
‐
三
五
二
〇

河
合
美
弥
子
　
　
八
八
‐
三
五
二
〇

山

内

　

博
　
　
八
八
‐
三
八
八
六

山

内

悦

子
　
　
八
八
‐
三
八
八
六

河

合

善

吉
　
　
八
八
‐
二

一
〇
三

小

池

祐

一
一　
　
人
八
‐
四
〇
六
四

小

池

圭

子

　

八
八
‐
四
〇
六
四

林

　

千

里
　
　
八
八
‐
三
三
二
三

佐

藤

公

子
　
　
八
八
‐
二

一
六

一

山

下

妙

子
　
　
八
八
‐
二
四
〇
五

山
田
ひ
と
み
　
　
八
八
‐
二
七
三
六

日

置

節

子
　
　
八
八
‐
三
四
〇
二

■
大
間
見

村

井

正

蔵

　

八
人
生

≡
三

三

大

野

一
道

（馨
）
八
八
‐
三
二
三
〇

大

野

紀

子
　
　
八
八
‐
二
二
三
〇

野

田

英

志
　
　
八
八
‐
三
二
人
五

清

水

一
作

　

八
八
上
一一〇
八
六

池

田

充

彦

（學
）
八
八
‐
三
〇
九
〇

小
野
江
　
勉
　
　
八
八
‐
二
七
二
五

松

井

賢

雄
（撃
）
八
八
‐
三
九
九

一

藤

代

順

行
　
　
八
八
‐
三
〇
六
〇

玉

木

吉

郎
　
　
八
八
‐
三
四

一
五

小
野
木
花
子
　
　
人
八
‐
二
七
四
七

青
木
ユ
リ
子
　
　
人
八
‐
三
四
七
七

日

置

敏

明

　

八
八
‐
三

一
〇
五

桑

田

渥

見
　
　
八
八
―
二
四
四
六

黒

岩

弘

美

　

八
八
‐
二
四
五
八

井

俣

赫

美

　

八
八
上

一七
五
人

井

俣

初

枝

　

八
八
‐
二
七
五
人

土目
地

正

男
（理
詈
八
八
‐
二
四
四
七

大

井

静

子
　
　
八
八
‐
二
三
三
人

大

井

正

明
（一ご

八
八
‐
二
人
九
四

大

井

次

子
　
　
八
八
‐
二
人
九
四

井

上

妙

子
　
　
八
八
‐
三
五
〇
八

沢

原

　

勝
　
　
八
八
‐
三

一
五
〇

沢

原

美

幸

　

八
八
‐
三

一
五
〇

山

田

武

司
　
　
八
八
‐
二
四
七
五

山

田

和

美

　

八
八
上
三
全

二

旗

　

清

子
（理
き

八
八
‐
四

一
七
〇

山

田

敬

子
　
　
八
八
‐
三
九

一
七

大
井
と
も
ゑ
　
　
八
八
‐
二
人
九
三

一二
輪

孝

子
　
　
八
八
―
二
七
八
二

桑

田

守

夫

　

八
八
‐
二
五

一
四

大

中

弘

美

　

八
八
‐
三
五
〇
六

大

中

春

子
　
　
八
八
‐
三
五
〇
六

鷲

見

　

務

　

八
八
上

エ
ハ
五

一

鷲
見
三
津
子
　
　
八
八
‐
二
六
五

一

■
徳
　

水ヽ

鷲

見

お

と
　
　
八
八
―
二

一
人
九

矢
野
原
幸
子
（理
き

八
八
‐
二
〇
七
七

水
野
志
づ
子
　
　
八
八
‐
二
六

一
〇

山

内

孝

一
理
き

八
八
‐
二
六

一
六

土

松

新

逸
象

）
八
八
上

一七
三

一

」渥
藤

賢

逸
　
　
八
人
‐
二

一
二

一

遠
藤
冨
貴
子
　
　
入
八
‐
二

一
二

一

渡

辺

明

夫
（理
き
八
八
十
二
六
九
五

渡

辺

文

子
　
　
八
八
‐
二
六
九
五

木

島

三

郎

　

八
八
上
一五

九
〇

矢
野
原
吉
夫
　
　
八
八
‐
二

一
三
九

村

瀬

弥

一　
　
人
八
‐
二
六
〇
二

■
河
　
辺

清

水

幸

江

　

八
八
‐
二
〇

一
九

清
水
美
佐
子
　
　
八
八
‐
二
〇
二

一

ユ削
田

　

孝
（理
き

八
八
‐
二

一
〇

一

岩
谷
千
代
子
　
　
八
人
‐
二

一
一
一

尾

藤

　

清
　
　
八
八
‐
二

一
四
七

尾

藤

元

子
（理
き

八
八
‐
二

一
四
七

山石
谷

敏

子
　
　
八
人
‐
二
〇
六
三

■
神
　
路

森

　

忠

敬

　

八
八
‐
二
〇
八
三

日

田

宝

徳
　
　
八
八
‐
三
七
三
〇

羽

生

　

清
　
　
八
八
‐
三
二
七

一

山

田

真

人
（拿
）
八
八
‐
二

一
一
四

山

田

正

代
　
　
入
八
‐
二

一
一
四

■
牧

金

子

政

子
　
　
八
八
‐
三
四
二
六

滝

日

準

一
理
書
八
八
‐
二
七
〇
五

滝
日
美
代
子
　
　
八
八
‐
二
七
〇
五

栗
飯
原
常
人
　
　
八
八
‐
二
三
六
二

日

置

貞

一
　

人
八
上

天

杢

一

土

松

貞

一
一　
　
人
八
‐
三
九
八
〇

日

置

　

昇
　
　
八
八
‐
三
六
三
六

遠
藤
千
津
子
　
　
八
八
‐
三
六
三
七

」遅
藤

光

平
　
　
八
八
‐
三
九
八

一

“起
藤

周

一　
　
人
八
‐
二
人
九
〇

滝

日

義

一
瑾
書
八
八
―
三
〇
六
二

滝

日

和

子
　
　
八
八
‐
三
〇
六
二

滝

日

　

治
　
　
八
八
‐
三
四
〇
六

滝

日

敬

子
　
　
八
八
‐
三
四
〇
六

田

口

勇

治
（監
せ
八
八
‐
三
九
五
〇

加

藤

一
男
　
　
八
八
‐
二
人
七
〇

日

置

元

衛
　
　
八
八
‐
三
四

一
七

本

田

欽

一
ｎ
き
八
八
‐
三

一
六
〇

野

田

嘉

明
　
　
八
八
‐
三
〇
四
三

尾
藤
佐
紀
子
　
　
八
八
‐
二
三
五
三

遠
藤
甲
子
男
　
　
八
八
‐
三
九
三
五

早
瀬
ふ
み
子
　
　
八
八
‐
三
三
二
七

日

置

康

夫

　

八
八
上
二
七
八
八

国

居

利

男
　
　
八
八
‐
三
四
八
二

日

置

清

子
　
　
八
八
‐
三
六
三
六

日

置

貞

子

　

八
八
上
量

二
〇

■
栗
　
巣

島

崎

増

造
（肇
）
八
八
‐
二
二
三
六

増

田

洋

子
　
　
八
八
‐
四
〇
四

一

寛
　
政
之
助
（理
き

八
八
‐
四
〇
三

一

中
山
周
左

ェ
円
　
八
八
‐
二
七
二
八

野

田

恵

光
　
　
八
八
‐
四
〇
二
七

■
古
　
道

細

川

　

優
（撃
）
八
八
‐
二
八
六

一

清

水

克

巳
　
　
八
八
‐
二
人
六
二

歳

藤

堅

雄
　
　
八
八
‐
三
九
七
九

■
名
皿
部

有

代

宣
（
Ｔ
副ｆ

八
八
‐
三
七
九

有

代

紀

子

　

八
八
‐
三
七
九

有

代

和

夫
　
　
八
八
‐
三
二
〇

■
小
間
見

田

代

善

一

■
万
　
場

畑

中

真

澄

石

神

尭

生

稲

葉

和

巳

寛

　

伸

雄

寛

　

明

代

三

島

秋

男

桑

田

和

子
理
ヨ
八
八
‐
三
九
六
五

八

八

‐

人

八

‐

八

八

‐

八

入

‐

八

八

‐

八

八

‐

八

八

‐

四 四 五 五 五 四 四
一 六 三 三 〇 一 四
九 一 三 二 三 三 一
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森

下

正

則
　
　
八
八
―
三
四

一
三

佐
尾
チ
ド
リ
ュ
コ
八
八
‐
三
五
四
四

■
島

森

藤

雅

毅
（拳
一
八
八
‐
二
六
人
四

山

田

長

次
　
　
八
八
‐
三
六
四
八

森

　

数

雄

　

八
八
‐
二
五
五
四

田

中

　

篤
　
　
八
八
‐
二
七
九
二

奥

田

昌

明

　

八
八
上

五

一
δ

直

井

篤

美

　

八
人
‐
一
一六
三
二

雉

野

尚

子

理^
ヨ
八
八
‐
三
五
六
四

〓遅
藤

利

雄
（理
ｔ

八
人
‐
三
五
二
六

石

井

敏

子

　

八
八
―
二
五
〇
二

本
川
喜
代
士
　
　
八
八
‐
三
人
三
三

本

川

清

子
　
　
八
八
‐
三
八
三
三

●
平
成
１６
年
度
中
の
物
故
者

平
成
１７
年
２
月
２
日

山
内
喜
久
子
さ
ん

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

平成16年度 決算書

△印は予算額に対しての増加額 (単位 :円 )(収入の部)

(単位 :円 ) (支 出の部 )

平成17年 度 予算 (案 )

△印は予算額に対しての増加額 (単位 :円 )(収入の部)

(支出の部 )

収入 1,703,306-支 出 1,632,540=70,766円
(次年度へ繰り越し)

(単位 :円 )

平成16年 度の歳人・歳出経理について監査を行った結果、適正に処理
されていました。
平成17年 5月 30日

監事 田 口 勇 次 島 山奇増 造

「文
化
財
や
ま
と
」
第
三
〇
号
　
平
成
十
七
年
六
月
―
七
日
発
行
　
発
行
者
　
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
　
代
表
者

薇
編

集

後

記

黎

◇
第
３０
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
会
報

に
は
歴
史
資
料
館
オ
ー
プ
ン
時
の

東
胤
駿
氏
の
あ
い
さ
つ
を
お
載
せ

し
ま
し
た
。
録
音
テ
ー
プ
か
ら
は
、

在
り
し
日
の
胤
駿
氏
の
人
柄
や
大

和
町

へ
の
想
い
が
切
々
と
伝
わ

っ

て
き
ま
し
た
。
重
ね
て
お
悔
や
み

を
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
何
年
か
前
に
、
メ
キ
シ
ョ
の
人
口

約
２０
万
の
銀
製
品
で
有
名
な
タ
ス

コ
市
に
２
週
間
ほ
ど
滞
在
し
ま
し

た
。市

の
要
人
達
か
ら
は
、
な
ぜ
先

進
国
の
日
本
か
ら
こ
の
よ
う
な
田

舎
町

へ
来
た
の
か
と
質
問
さ
れ
、

最
初
は
答
え
る
の
に
窮
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
午
前
、
午
後
、
夜

の
３
部
制
の
小
学
校
で
、
粗
末
な

学
習
環
境
や
教
具
で
学
ぶ
子
ど
も

達
の
生
き
生
き
し
た
日
や
、
自
分

が
学
ぶ
時
間
帯
を
選
び
、
家
計
を

助
け
る
た
め
に
働
い
て
い
る
姿
を

見
た
と
き
、
答
え
が
出
て
き
ま
し

た
。
失
な
い
つ
つ
あ
る
私
た
ち
の

生
活
の
原
点
を
学
び
直
す
と
う
こ

と
で
し
た
。

◇
佐
藤
会
長
が
郡
上
宝
暦
騒
動
に
つ

い
て
記
し
た
古
文
書

『金
氏
苛
政

録
』
の
原
文
と
解
読
文

・
書
き
下

し
文
を
併
せ
た
Ｃ
Ｄ
を
制
作
し
発

表
さ
れ
ま
し
た
。
　

　

　

（ま
）

佐
藤
光

、　

印
刷
者
　
白
鳥
印
刷

項   1目 前年度実績 予算額 増 1滅
摘   要

前年度繰越金 29305 70766 ∠ゝ41461

人
バ 費 l,574,000 1,456,000 118,000

1会
員 会 費 281000 ∠ゝ8000

正会員 2000× 130名

家族会員 l ooo× 21名

1特
別 製 1.285,000 1,155,000 130,000

[1帰研修 8000× 35名

1泊 研修 25000× 35名

1役 員研修費 16000 ∠ゝ4000 役員lll修費 1000× 20名

助  成  金 100,000 郡上 市よ り

寄  付  金 0 ∠ゝ10000

乍に  1又   入 1 ∠ゝ233

計 1703306 1627000

項 ■ 1目 予 算 1額 決 算 1額 増 減 摘   要

前年度繰越金 29,305 29,305 0

費 1603000 1.574,000 29,000

1会
員 会 費 273,000

正会員 2000× 126名

家族会員 1000× 21名

特 別 会 費 1280000 1285000 ∠ゝ5000
日帰研修高山 6500× 44名

21自 研修新潟 40000× 34名

1役員研修費 16,000

助  成  金 100000 0 君「 LIド より

寄  付  金 10,000 0 100()0

雑  収  入 l 利 息

計 1,743,000 1,703,306

項   目 前年度実1績 予算 額 増    
‐ )支 摘   要

会  議  費 35.555 20,000 15.555

1総 会 費 10,000 どゝ1000

1会 議 費 26.555 10,000 16.555

事  業  費 1403485 l,400,000

1,299,992 1.220,000

日帰研修
1泊 l■修

役員研修

1会報発行費 67,250 ∠ゝ32,750

1事
業活動費 36243 ∠ゝ43757 市内文化財めぐり

奉仕作業等

事 務 局 費 10,000 ∠ヽ15,000

1消 耗 品 費 6750 10,000 ∠ゝ3,250

1通 信 費 3.250 △1750

1旅 賀 0 10000 ∠ゝ10000

会費 (県・市) 84.000 84.000 0 県 64 000Pl lj 20000円

積  立  金 重要史‖‖1版未金の積立

予  備  費 19,500 ∠ゝ18.500

計 1632540 1627000 5540

項   目 予算額 決 算 額 増 1減 摘 1 要

会  議  費 40000 35555 4445

1総 会 費 講師料他

1会 議 費 20000 26555 ∠ゝ16555 年末役員会 会言監査

事  業  費 1.514,000 1,403,485 110,515

1剛
膠 1400.000 1.299,992

日帰り研修 42名
1泊 研修 44名

1会報発行費 67.250 22,750

1事業活動費 24,000 36,243 ∠ゝ12,243
J`L市 内文化lllめく'り

本仕作業

事 務 局 費 20000 10000

1消 耗 品 費 ′ゝ1,750

1通 信 費 1750

1旅 費 10,000 0

会費 (県・市 ) 84000 84000 0 県 64000円 市 20000円

積  立  金 ∠ゝ20000 重要史|1出 版基金の積立

予  備  費 25.000 19,500 東氏非 il■生花代

計 1,743,000 1,632.540 110460
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