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粥
川
の
ゥ
ナ
ギ
は
も
う
い
な
い
、
と

い
う
話
は
前
々
か
ら
聞
い
て
い
た
が
、

ま
さ
か
と
い
う
気
も
し
て
、
半
信
半
疑

で
昨
年
十

一
月
、
私
は
美
並
村
教
育
委

員
会
の
Ｋ
氏
の
ご
案
内
を
お
願
い
し
て

粥
川
を
訪
ね
た
。

そ
ん
な
時
分
に
ウ
ナ
ギ
な
ど
見
え
る

は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
ど
う
し
て
も
年

内
に
現
地
調
査
を
し
な
け
れ
ば
、
私
の

責
任
が
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
、
や
む

な
く
Ｋ
氏
に
お
願
い
し
て
訪
ね
た
わ
け

で
あ
る
。

粥
川
は
、
河
日
か
ら
上
流

２
一一枚
滝
ま
で
の
約
六

・
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
ウ
ナ
ギ
の

生
息
地
と
し
て
国
の
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

私
は
、
Ｋ
氏
の
車
で
沿
岸
を

さ
か
の
は
り
な
が
ら
、
ま
だ
残
ん
の
色

香
が
た
だ
よ
う
紅
葉
と
、
そ
れ
を
映
し

て
流
れ
る
漢
谷
を
な
が
め
、
せ
せ
ら
ぎ

の
音
に
耳
を
傾
け
た
。

年
配
の
人
な
ら
、
一
む
か
し
か
、
二

む
か
し
も
前
の
、
こ
の
川
独
特
の
ゥ
ナ

ギ
の
群
生
状
態
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
粥
川
で
は
ウ
ナ
ギ
は

神
の
使
い
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

平
安
期
の
む
か
し
、
藤
昼
局
光
が
勅
命

鴨

印
紙

絲

胸
螺

“
″
［
経

説
と
共
に
、
村
人
は
ウ
ナ
ギ
を
神
の
使

者
と
し
て
神
聖
視
し
絶
対
に
獲
ら
な
か

っ
た
。
ウ
ナ
ギ
は
ど
ん
欲
な
人
間
の
餌

食
と
な
る
こ
と
を
免
れ
て
、
村
人
に
親

し
ん
だ
。
粥
川
で
は
人
間
を
恐
れ
る
必

要
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
は
ウ
ナ
ギ
の
天

国
で
あ
っ
た
。

い
ま
、
「
粥
川
の
歴
史
と
家
譜
」
に

よ
っ
て
、
当
時
の
面
影
を
し
の
ん
で
み

よ
う
。

―
―
粥
川
で
は
ウ
ナ
ギ
を
と
る
と
葬

式
に
つ
き
あ
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

文
化
財
を
守
る
人

々

）

よ
う
と
す
る
車
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
入
っ
て

く
る
と
、
ム
ツ
ゴ
で
は
ウ
ナ
ギ
は
見
向

き
も
し
な
く
な
る
。
そ
の
時
の
秘
訣
が

ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ュ
で
あ
る
。

ア
ュ
を
川
石
で
つ
つ
い
て
も
ん
で
流
す

と
、
必
ず
ウ
ナ
ギ
は
姿
を
現
わ
す
。
ウ

ナ
ギ
は
、
し
ん
か
ら
ア
ユ
が
好
さ
ら
し

い
。

―
―

こ
の
よ
う
に
、
村
人
に
親
し
ま
れ
た

ウ
ナ
ギ
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
、
車
の
騒

音
や
排
気
ガ
ス
を
さ
か
ん
に
ま
表
散
ら

し
な
が
ら
観
光
客
が
入
り
こ
ん
で
く
る

よ
う
に
な
っ
て
、
ウ
ナ
ギ

の
生
活
が
お
び
や
か
さ
れ

始
め
た
こ
と
を
、
右
の
記

録
が
示
し
て
い
る
。
ゥ
ナ

会

長
　
　
野

田

直

治

　
　

ギ
は
だ
ん
だ
ん
減
少
し
た
。

そ
こ
へ
、
ウ
ナ
ギ
の
大
難

村
八
分
に
さ
れ
た
わ
け
だ
。
そ
れ
ほ
ど
　
が
襲
っ
て
来
た
。

ウ
ナ
ギ
は
大
切
に
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
　
　
Ｋ
さ
ん
の
お
話
し
に
よ
れ
ば
、
一
〇

戦
後
に
な
っ
て
ウ
ナ
ギ
は
減
っ
た
。
そ
　
数
年
前
、
ウ
ナ
ギ
の
シ
ラ
ハ
ダ
病
が
入

れ
て
も
ム
ソ
ゴ
（
蚕
の
さ
な
ぎ
）
を
つ
　
っ
て
来
た
。
全
国
的
な
流
行
で
、
有
名

ぶ
し
て
川
へ
流
す
と
、
そ
の
に
か
い
を
　
な
浜
名
湖
の
養
殖
場
で
も
ウ
ナ
ギ
が
ば

し
た
っ
て
岩
間
か
ら
現
わ
れ
る
。
夏
の
　
た
ば
た
倒
れ
た
。
粥
川
で
も
ほ
と
ん
ど

初
め
の
半
僧
橋
の
た
も
と
で
、
ム
ツ
ゴ
　
の
ウ
ナ
ギ
が
や
ら
れ
た
。
ウ
ナ
ギ
の
生

を
す
り
つ
ぶ
す
と
、
間
も
な
く
数
尾
の
　
命
を
守
る
た
め
に
地
も
と
で
は
い
ろ
い

ウ
ナ
ギ
が
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
姿
を
現
わ
　
ろ
対
策
を
講
じ
た
が
徒
労
で
あ
っ
た
。

し
た
。
お
そ
い
時
は
五
分
も
た
っ
て
姿
　
ウ
ナ
ギ
は
全
滅
状
態
に
な
っ
た
。
ウ
ナ

を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
ギ
の
い
な
く
な
っ
た
粥
川
は
、
も
は
や

し
か
し
、
夏
に
な
っ
て
ウ
ナ
ギ
を
見
　
平
凡
な
他
の
谷
川
と
異
な
る
と
こ
ろ
は

な
い
―
―
こ
れ
は
神
に
対
す
る
信
仰
心

が
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
っ
て
嘆

ぐ
老
人
も
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
い
ま
私
が
Ｋ
さ
ん
に
お
願

い
し
て
粥
川
を
訪
れ
た
の
は
、
単
に
昔

を
回
顧
す
る
た
め
で
は
な
い
。
ク
ナ
ギ

の
い
な
く
な
っ
た
粥
川
に
再
び
ウ
ナ
ギ

を
呼
び
も
ど
そ
う
と
す
る
運
動
が
あ
る

こ
と
を
村
教
委
で
聞
い
た
の
で
、
そ
の

状
態
を
見
る
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
の
名
を
十
五
日
会
と
い
う
。
毎
月

十
五
日
に
例
会
を
開
く
の
で
、
そ
う
名

づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
地
の
青

壮
年
の
有
志
が
集
ま
っ
て
交
歓
す
る
親

睦
会
で
あ
る
。
こ
の
十
五
日
会
が
ウ
ナ

ギ
の
復
活
に
乗
り
出
し
た
。
四
年
ほ
ど

前
か
ら
、
毎
年
稚
魚
を
ニ
ー
三
〇
キ
ロ

ず
つ
購
入
し
て
、
一
ケ
年
奏
殖
し
、
二

年
目
て
放
流
す
る
。
す
で
に
一
〇
〇
キ

ロ
余
の
稚
魚
が
放
流
さ
れ
た
わ
け
だ
が

ま
だ
そ
の
効
果
は
現
わ
れ
な
い
。
養
殖

の
稚
魚
が
川
に
な
じ
ま
な
い
た
め
だ
と

い
う
。
一
度
失
わ
れ
た
″
天
然
″
は
、

こ
れ
を
再
び
と
り
も
ど
す
こ
と
が
ど
ん

な
に
む
ず
か
し
い
課
題
で
あ
る
か
を
私

は
痛
感
し
た
。

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
滅

に
瀕
し
た
文
化
財
の
復
活
を
願
っ
て
、

懸
命
の
努
力
を
し
て
い
る
若
い
人
々
の

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

七鈴五獣鏡



経
典

・仏
像
の
旅

畑

中

浄

園

仏
教
が
中
国
へ
初
め
て
伝
え
ら
れ
た

年
代
に
は
諸
説
が
あ
っ
て
決
定
し
難
い

が
、
一
般
に
は
後
漢
の
明
帝
の
丞ヽ
半

一

〇
年

（
六
七
）
白
馬
に
乗
っ
て
経

・
像

が
都
の
洛
陽
に
来
た
の
で
明
帝
大
い
に

喜
び
洛
陽
郊
外
に
自
馬
寺
を
建
て
て
こ

れ
を
奉
安
し
た
。
こ
れ
を
中
国
へ
の
仏

教
の
初
伝
と
し
て
い
る
。
日
本
へ
の
初

伝
は
従
来
は
欽
明
天
皇
の
一
三
年
（
五

五
二
）
百
済
の
聖
明
王
が
仏
像

。
経
文

を
献
上
し
た
と
い
う
。
し
か
し
実
際
に

は
宣
化
天
皇
の
三
年

（
五
三
八
）
説
が

有
力
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
仏
教
の
伝
来
以
後
、
中
国
か
ら
は
西

域

。
印
度
へ
、
日
本
か
ら
は
中
国
へ
、

像
と
経
を
得
る
た
め
非
常
に
多
く
の
僧

達
が
身
命
を
か
え
り
み
ず
求
法
の
旅
に

出
発
し
た
こ
と
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な

肇

け
懸

盗

数
輝

猾

鑽

知

三
年

（
二
九
九
）
同
学
の
恵
景

。
道
整

等
数
人
と
共
に
長
安
を
出
発
し
、
義
熙

一
〇
年

（
四
一
四
）
多
く
の
経

・
像
を

得
て
帰
国
し
た
。
そ
の
旅
は
前
後

一
五

カ
年
を
要
し
、
し
か
も
帰
り
得
た
の
は

彼

一
人
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
彼
が
著
し

た
旅
行
記

「仏
国
記
」
は
の
ち
の
唐
僧

玄
井
の

「大
唐
西
域
記
」
と
共
に
二
大

旅
行
記
と
し
て
西
域
や
印
度
研
究
の
指

針
と
な
っ
た
。
当
時
こ
れ
ら
の
求
法
僧

達
は
ど
ん
な
経
路
で
印
度
に
入
っ
た
の

か
。

「仏
国
記
」
に
、

「長安を発して西のかた流砂を
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一既
に
立
ち
、昔
人
あ
り
て
石
を
う
が
っ

て
通
路
に
梯
道
を
施
す
。
凡
そ
渡
る
こ

と
七
百
余
所
な
り
。
…
…
小
雪
山
を
渡

る
。
寒
風
に
わ
か
に
起
る
。
恵
景
あ
え

ぎ
か
の
の
き
進
む
あ
た
わ
ず
。
顕
（
法

顕
）
に
語
り
て
い
わ
ぐ
。
わ
れ
死
せ
ん

の
み
顕
さ
き
に
行
け
。
と
ど
ま
ら
ば
共

に
死
せ
ん
。
言
絶
え
て
死
す
。
顕
こ
れ

を
無
し
て
泣
い
て
い
わ
く
。
も
と
よ
り

身
命
を
図
ら
ず
。
い
か
に
せ
ん
や
と
。

ま
た
自
力
孤
行
し
て
つ
い
に
山
険
を
過

ぎ
、
お
よ
そ
経
る
所
三
〇
余
国
、
つ
い

に
天
竺
（
印
度
）
に
至
る
」
と
。

古
来
中
国
と
西
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
東
西

）

交
通
路
は
①
遊
牧
民
族
が
専
ら
通
っ
た

草
原
の
道

（
ス
テ
ッ
プ
ロ
ー
ド
）
②
中

国
産
の
絹
が
ベ
ル
シ
ア
を
経
て
ロ
ー
マ

に
運
ば
れ
た
オ
ア
シ
ス
の
道
（
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
）
③
南
海
を
渡
り
印
度
の
沿
岸

を
経
て
ペ
ル
シ
ア
湾

・
紅
海
に
至
る
海

の
道
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
も
っ
と

も
利
用
さ
れ
た
の
は
②
の
オ
ァ
シ
ス
の

道
で
あ
る
。
こ
の
道
は
図
の
如
く
三
つ

に
分
か
れ
て
い
る
。
天
山
山
脈
の
北
の

畷
け

南
．

天
蜘
嘲
翻
わ
臓
設
ヽ
一
´

口 天
ン 山
画

脈
の
北
麓
を
通
る
道
を
南
道
と
い
っ
た
。

こ
の
南
北
両
道
は
砂
漠
の
中
の
オ
ァ
シ

ス
都
市
を
縫
う
が
ご
と
く
西
進
し
て
カ

シ
一
ガ
ー
ル
で
出
会
う
。
法
顕
の
通
っ

た
蠅
醜

最 こ
胸
“
¨
御
端
脈
わ

過 っ
数
〓

門

関
を
ぬ
け
る
と
た
ち
ま
ち
タ
ク
ラ
マ
カ

ン
砂
漠
が
広
が
っ
て
い
る
。

「仏
国
記

」
に
い
う
西
の
か
た
流
砂
を
渡
る
と
い

う
の
は
こ
の
砂
漠
の
こ
と
で
、
風
に
よ

っ
て
砂
が
川
の
如
く
流
れ
る
の
で
、
こ

の
地
方
を
流
砂
地
方
と
い
い
、
ま
た
そ

の
砂
の
流
れ
る
音
が
鳴
り
響
ぐ
の
で
鳴

砂
地
方
と
も
い
っ
た
。
こ
こ
を
通
る
道

は
ま
さ
に

「
四
顧
ぼ
う
ぼ
う
と
し
て
測

る
所
な
さ
」
道
で
あ
る
。

砂
漠
を
過
ぎ
た
南
北
両
道
は
カ
シ
ュ

ガ
ー
ル
で
一
本
と
な
っ
て
パ
ミ
ー
ル
を

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
の
屋

根
と
い
わ
れ
る
こ
の
高
原
は
標
高
七
。

八
千
メ
ー
ト
ル
の
峰
が
天
に
そ
び
え
立

ち
、
こ
こ
を
越
え
る
の
に
は
今
日
で
は

中
国
側
の
規
則
と
し
て
必
ず
血
圧
と
心

電
図
の
身
体
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
局
山
病
の
は

げ
し
い
頭
痛
や
呼
吸
困
難
を
も
た
ら
す

か
ら
で
あ
る
。

「仏
国
記
」
に
い
う
悪

竜
あ
り
て
毒
を
吐
く
と
い
う
の
は
こ
の

一局
山
病
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

法
顕
の
同
行
者
恵
景
を
は
じ
め
数
人
が

ほ
と
ん
ど
こ
こ
で
倒
死
し
た
の
で
あ
る
。

法
顕
の
こ
の
旅
行
か
ら
お
よ
そ
二
〇

〇
余
年
後
に
印
度
に
行
っ
た
唐
僧
玄
弊

は
ヽ
往
路
は
こ
の
難
所
を
さ
け
て
中
途

か
ら
天
山
山
脈
を
北
に
こ
え
て
中
央
ア

ジ
ア
ヘ
入
っ
て
い
る
が
帰
路
は
こ
の
高

原
を
こ
え
南
道
を
通
っ
て
帰
国
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
た
一
七
年
間
の
旅
で
あ
っ

た
。
こ
の
。ハ
ミ
ー
ル
を
こ
え
る
と
そ
の

西
に
は
中
央
ア
ジ
ア
の
平
原
が
ひ
ら
け

て
く
る
。
そ
の
中
心
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド

（
現
在
の
ソ
連
邦
ウ
ズ
ベ
タ
共
和
国
の

都
市
）
で
あ
る
。
ァ
ラ
ル
海
に
注
ぐ
ア

ム
・
シ
ル
両
川
の
中
間
に
ひ
ら
け
た
古

代
都
市
で
、
湿
気
が
少
な
く
夜
空
の
星

が
美
し
い
こ
と
は
世
界
一
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。
か
つ
て
一
四
―

一
五
世
紀
に

さ
か
え
た
チ
ム
ー
ル
帝
国
の
首
都
で
あ

）

り
、
こ
こ
に
は
当
時
世
界

一
の
天
文
台

が
あ
り
多
く
の
天
文
学
者
が
集
ま
っ
た

と
い
う
。
こ
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
か
ら
道

は
南
下
東
行
し
て
も
う
一
つ
の
険
し
い

ヒ
ン
ズ
ク
シ
山
脈
を
越
え
る
と
西
北
印

度
へ
入
る
の
で
あ
る
。
一
方
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
は
こ
の
都
市
か
ら
南
下
西
行
し
て

ペ
ル
シ
ア
に
入
り
、
さ
ら
に
地
中
海
に

出
て
ロ
ー
マ
に
達
す
る
の
で
、
中
国
産

の
絹
は
古
く
か
ら
こ
う
し
た
経
路
を
へ

て
ロ
ー
マ
に
運
ば
れ
た
。
逆
に
ま
た
こ

の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
東
方
へ
運
ば
れ

た
の
は
、
ロ
ー
マ
や
ペ
ル
シ
ア
・
印
度

程
騨
確
ぽ緞
儡
跨
雛

饒
翻
崎
弊
滋賀鋪
薄
い

釜
天

―
ジ
ヘ
つ
づ
ぐ
）
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古
瀬
戸
の
壺

河

合

俊

次

古
瀬
戸
の
壺
と
い
う
と
私
達
は
す
ぐ

国
の
重
文
に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
長
滝

白
山
神
社
の
古
瀬
戸
灰
釉
瓶
子
を
想
起

す
る
、。
こ
れ
は
正
和
元
年

（
一
三
一
二

年
）
の
紀
年
銘
が
入
っ
て
お
り
、
而
も

当
時
深
い
信
仰
を
集
め
て
い
た
泊
山
神

社
に
尾
州
愛
智
郡
の
住
人
清
原
広
重
が

神
前
に
備
え
る
酒
器
と
し
て
奉
納
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
古
瀬
戸
の
壺
は
、
大
和
村
に
お

い
て
も
既
に
四
個
の
完
器
に
近
い
も
の

及
び
破
片
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
今
後

の
大
和
村
の
歴
史
を
研
究
す
る
上
で
大

変
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
所
謂

「古
瀬
戸
」

は
日
本
の

「
や
き
も
の
」
の
歴
史
の
中

で
も
、
釉
薬

（
う
わ
ぐ
す
り
）
を
使
っ

た
も
の
と
し
て
は
、
最
も
古
い
歴
史
を

も
ち
、
そ
の
名
も
全
国
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
古
瀬
戸
は
現
在
の
研
究
段
階
に

お
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
じ
ま
っ
て

室
町
時
代
ま
で
に
至
る
凡
そ
四
百
年
前

後
の
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
、
今
の
瀬

戸
市
を
中
心
と
し
て
焼
成
さ
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
（
近
年
に
至
っ
て
多
治
見

土
岐
を
中
心
と
す
る
東
濃
地
方
に
も
焼

か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
窯
跡
に
よ
り
実

証
さ
れ
、
美
濃
窯
と
呼
ば
れ
て
い
る
が

出
土
品
に
よ
っ
て
厳
密
に
判
別
す
る
こ

と
は
困
難
で
一
般
に
は
古
瀬
戸
と
し
て

呼
ば
れ
て
い
る
。
）

こ
れ
ら
の
瀬
戸
窯
、
美
濃
窯
の
施
釉

陶
は
、
当
時
に
お
い
て
は
高
級
品
で
あ

り
、
一
般
庶
民
用
の
日
常
生
活

用
具
と
い
う
よ
り
、
主
と
し
て

貴
族
、
武
士
、
社
寺
等
の
上
層

階
級
を
対
象
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
種
類
は
鎌
倉
時

代
に
は
四
耳
壺
、
瓶
子
、
花
瓶

香
炉
等
の
宗
教
用
具
を
は
じ
め

水
注
、
水
滴
、
合
子
、
燭
台
等

の
日
常
用
具
が
つ
く
ら
れ
、
室

町
時
代
に
は
茶
陶
の
流
行
か
ら

天
目
茶
碗
や
茶
入
も
あ
わ
せ
て

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

古
瀬
戸
の
源
流
は
、
一半
安
時

代
の
自
盗
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
器

種
や
器
形
は
、
当
時
舶
載
さ
れ
た
中
国

陶
磁
を
モ
デ
ル
に
し
、
そ
の
文
様
や
装

飾
も
中
国
の
も
の
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
文
様
は
大

別
し
て
、
印
花
文
（
文
様
を
印
判
に
よ

り
押
し
つ
け
た
も
の
）
、
劃
花
文
（
ヘ

ら
な
ど
に
よ
り
彫
り
つ
け
た
も
の
）
、

貼
花
文
（
文
様
を
は
り
つ
け
た
も
の
）
、

櫛
描
文
（
四
―
五
本
の
櫛
で
線
を
つ
け

た
も
の
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
釉
薬
は

木
灰
な
ど
を
使
っ
た
灰
釉

（
淡
黄
緑
色

）
と
粘
土
の
中
に
含
ま
れ
る
通
称
鬼
板

ル
呼
ば
れ
る
酸
化
鉄
を
使
っ
た
鉄
釉

（

黒
褐
色
）
な
ど
が
あ
る
。

さ
き
に
も
述
べ
た
と
か
り
、

）

現
在
、
大
和
村
で
出
土
し
て
い
る
古

瀬
戸
の
壺
四
箇
の
う
ち
、
三
箇
は
蔵
骨

壺
と
し
て
、
一
箇
は
蓄
銭
壷
と
し
て
出

土
し
て
い
る
が
、
牧
の
勧
来́
寺
跡
と
伝

え
ら
れ
る
土
中
よ
り
出
た
灰
釉
瓶
子
か

よ
び
尊
星
王
院
跡
よ
り
出
土
の
四
耳
壺

は
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
の
蔵
骨
壺
で

あ
り
、
剣
の
観
音
堂
附
近
の
墓
地
よ
り

出
た
四
耳
壼
は
室
町
時
代
の
蔵
骨
壼
、

な
か
、
万
場
の
水
田
よ
り
出
土
し
た
壷

は
室
町
時
代
の
蓄
銭
壺
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
古
瀬

戸
の
壺
は
、
中
世
に
お
け
る
大
和
村
の

歴
史
を
語
り
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
い

わ
ば
、
も
の
言
わ
ぬ
歴
史
の
語
り
部
と

し
て
、
今
後
末
長
ぐ
大
切
に
保
存
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
思

∧
参
考
資
料
∨
　
　
　
　
　
、

小
学
館
　
世
界
陶
磁
全
集

平
凡
社
　
陶
器
全
集
　
そ
の
他

（
ニ
ペ
ー
ジ
よ
り
つ
づ
き
）

杯
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
険
阻
な
道
を
仏
像

や
経
典
は
命
が
け
の
求
法
僧
達
に
よ
っ

て
中
国
へ
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

う
し
て
こ
れ
が
日
本
に
伝
来
す
る
に
は

こ
れ
ま
た
は
か
り
知
れ
な
い
困
難
が
と

も
な
っ
た
。

日
本
が
大
陸
文
化
を
取
り
入
れ
る
た

め
に
、
遣
隋
使
三
回
、
遣
唐
使
が
一
五

回
も
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
盛
時
に
は
一

行
五
〇
〇
人
を
こ
え
た
と
い
わ
れ
る
が

そ
の
中
に
は
、
多
く
の
留
学
僧

・
求
法

僧
が
入
っ
て
い
た
。

そ
の
渡
海
の
往
復
が
い
か
に
危
険
で

あ
っ
た
か
、
中
に
は
経
典
と
共
に
海
底

の
藻
暦
と
な
っ
た
僧
も
多
か
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。　

　
　
　
いヽ
うか

井
上
靖
の

「天
平
の
甍
」
に
も
こ
の

渡
海
の
困
難
さ
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く

え
が
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
求
法
僧
を
し
て
、
こ
の
困

難
な
事
業
を
遂
行
せ
し
め
た
の
は
、
実

は
経
典
や
仏
像
の
力
で
あ
ろ
う
。
い
う

な
ら
ば
、
経

・
像
は
自
ら
の
力
に
よ
っ

て
求
法
僧
の
手
と
な
り
足
と
な
っ
て
険

阻
な
峰
を
越
え
、
砂
漠
の
熱
風
に
耐
え

荒
れ
狂
う
海
を
渡
り
、
長
途
の
旅
を
つ

づ
け
て
、
現
在
の
私
達
の
と
こ
ろ
へ
到

達
し
た
の
で
あ
る
。

灰釉瓶子
勧乗寺跡出土古

瀬
戸
の
用
途
は
宗
教
用
か
ら

瓶
子
、
蓄
銭
用
器
と
し
て
出
土
　
一‥――１１‥―‐‐鞠

す
る
例
も
あ
る
。

…
1・

四耳壺 (白雲山出土 )

四 耳 壺
尊星王院跡出土



昔

の
道

（管
水
区
内
）

越
前
街
道

本

島

　

泉

空
想
は
、
い
つ
も
ど
こ
か
の
記
憶
に

結
び
つ
い
て
広
が
っ
て
い
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
越
前
街
道
が
私
の
家
の
前
を

通
っ
て
い
た
と
い
つ
話
は
、
私
が
嫁
い

て
来
た
ば
か
り
の
頃
か
ら
耳
に
し
て
い

た
。
そ
の
頃
は
、
今
よ
り
も
ま
だ
道
ら

し
い
形
を
保
っ
て
い
た
。
鍛
冶
屋
の
前

か
ら
右
方
へ
入
る
と
豚
小
屋
が
あ
っ
て

ま
っ
暗
な
夜
道
の
と
き
は
ち
よ
っ
と
怖

い
思
い
で
通
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

頃
は
公
会
堂
で
映
画
や
演
劇
な
ど
が
し

ば
し
ば
上
演
さ
れ
て
い
た
の
で
、
夜
お

そ
く
そ
こ
を
通
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
わ
け
で
ぁ
る
。

家
の
様
子
の
土
蔵
の
う
し
ろ
に
清
水

が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
伝
説
を
秘
め
て

い
た
。
当
時
は
ま
だ
天
粋
を
か
つ
い
て

水
汲
み
に
く
る
主
婦
た
ち
が
あ
っ
た
。

水
を
汲
み
、
菜
を
洗
い
、
ウ
リ
や
西
瓜

を
冷
や
し
た
り
し
て
い
た
。
水
は
大
切

に
さ
れ
て
い
て
、
洗
顔
も
足
を
洗
う
の

も
洗
濯
物
を
ゆ
す
ぐ
の
も
下
の
池
の
方

で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
大
き
な
椿
の
木
が
あ
り
、
今

は
枝
を
は
た
い
て
坊
主
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
音
は

，
っ
そ
う
と
枝
葉

が
茂
り
、
夜
に
な
る
と
化
け
る
と
い
わ

れ
て
い
た
。

街
灯
も
な
い
ま
っ
暗
な
細
い
街
道
に

は
確
か
に
怪
異
な
現
象
も
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

清
水
は
街
道
を
通
る
人
た
ち
に
と
っ

て
格
好
の
休
息
場
で
あ
っ
た
。
馬
を
つ

な
ぐ
木
と
い
う
の
も
近
年
ま
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
分
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
な
ど
と
い
う
便
利
な
、
し
か
し

味
気
な
い
も
の
で
周
辺
を
固
め
ら
れ
る

以
前
は
、
し
っ
と
り
と
し
た
旧
街
道
の

面
影
が
ま
だ
そ
こ
は
か
と
な
く
残
っ
て

い
た
の
に
違
杯
な
い
。

越
前
な
っ
か
と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
が

焼
さ
ば
な
ど
を
も
っ
て
き
て
、
魚
肉
類

）

の
乏
し
い
そ
の
頃
は
珍
重
さ
れ
た
。
富

山
の
薬
屋
も
来
た
。
彼
ら
は
皆
こ
の
街

道
を
通
っ
て
行
っ
た
。
美
濃
か
ら
越
前

へ
、
越
前
か
ら
美
濃
へ
で
あ
る
。

清
水
の
伝
説
の
中
に
、
石
の
話
が
あ

る
。
今
も
あ
る
の
だ
が
、
清
水
の
底
に

ま
ん
丸
い
石
が
あ
っ
て
、
そ
の
石
の
下

に
鳥
の
形
が
浮
き
出
て
い
る
と
い
う
。

同
じ
石
が
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
。
そ
れ

は
越
前
は
っ
か
が
、
越
前
へ
持
っ
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
後
は
こ
の
清
水
は
半
分
は

越
前
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
い
、
半
分
し

か
湧
出
し
な
く
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ

る
。
即
ち
月
の
十
五
日
間
は
ど
ん
な
に

干
天
が
続
´
て
い
て
も
水
が
湧
き
出
す

し
、
あ
と
の
十
五
日
は
ぴ
た
り
と
止
ま

っ
て
し
ま
う
の
だ
ル
ス
う
。

越
前
ぼ
っ
か
が
持
っ
て
い
っ
て
し
ま

っ
た
と
水
の
霊
異
を
語
る
古
老
た
ち
の

心
の
中
に
は
、
そ
れ
が
間
欠
泉
で
あ
ろ

う
か
な
ど
と
い
う
科
学
的
解
釈
は
必
要

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
尊
い
水

だ
か
ら
、
そ
ま
つ
に
す
る
と
罰
が
当
た

る
と
私
達
は
常
に
い
ま
し
め
ら
れ
て
い

た
。
迷
信
だ
と
一
笑
に
付
す
前
に
、
私

は
昔
の
人
の
そ
う
し
た
敬
け
ん
さ
が
実

は
人
間
の
生
活
を
守
る
上
に
お
い
て
最

も
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
だ
と

気
付
か
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

清
水
の
道
は
、
だ
か
ら
地
の
底
の
方

の
ど
こ
か
で
越
前
の
そ
の
清
水
と
つ
な

が
つ
て
い
る
の
だ
と
も
聞
い
た
。

昔
々
、
あ
る
尊
い
僧
が
重
病
の
床
で

「
あ
の
清
水
が
飲
み
た
い
。
」

と
い
わ
れ
た
の
で
、
は
る
ば
る
と
汲
み

に
来
た
者
が
、
八
幡
の
宗
祇
水
を
汲
ん

で
帰
っ
て
飲
ま
せ
た
所

「
こ
の
水
で
は
な
い
、
も
っ
と
上
の

猿
が
清
水
の
水
じ
ゃ
」

と
い
わ
れ
た
と
い
う
。

ど
ん
な
旅
人
た
ち
が
通
っ
た
の
か
知

ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
お
も
い
を
抱
き
、
こ
こ
で
一

体
み
し
て
は
ま
た
上
り
下
り
歩
み
つ
づ

け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

う
す
う
す
と
残
っ
て
い
る
音
の
道
の

あ
と
は
、
徳
永
で
は
平
野
さ
ん
の
酒
屋

の
あ
た
り
か
ら
来
て
、
た
に
屋
の
裏
の

細
い
道
が
そ
う
で
あ
る
と
き
い
た
し
、

そ
れ
か
ら
矢
野
原
孝

一
さ
ん
の
前
を
入

り
家
の
前
ま
で
く
る
道
。
清
水
を
ぬ
け

て
登
り
道
に
な
り
、
そ
の
あ
た
り
は
少

し
変
わ
っ
て
い
る
が
、
山
手
の
方
か
ら

薬
師
の
下
へ
ぬ
け
て
い
く
の
ら
し
い
。

そ
こ
か
ら
人
間
見
へ
行
く
橋
が
あ
っ
た
。

も
う
音
の
道
と
い
わ
れ
る
も
の
の
面

影
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
道
は
舗
装
さ
れ

広
々
と
新
し
く
出
来
上
っ
て
い
く
。
そ

れ
が
現
代
の
道
で
あ
る
。

）

車
で
走
り
ぬ
け
て
い
く
道
に
は
道
の

辺
の
雑
草
の
表
情
に
心
を
傾
か
せ
、
自

然
に
湧
出
す
る
清
水
を
飲
む
ゆ
と
り
も

持
て
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。

時
の
移
り
を
さ
か
の
な
り
、
わ
ず
か

な
姿
を
と
ど
め
て
い
る
道
に
た
た
ず
む

と
き
、
そ
の
遠
い
昔
の
道

へ
の
追
憶
は

私
の
嫁
い
て
き
た
頃
の
思
い
出
と
結
び

つ
い
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
は
な
れ
て

の
出
発
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
ま
あ
、
な
ん
と
新
し

い
道
路
の
増
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

道
、
道
、
道
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
現

代
の
象
徴
で
あ
り
、
入
り
組
み
、
広
が

り
、
や
や
こ
し
く
な
り
…
…

道
は
す
な
わ
ち
、
合
理
以
外
の
何
も

の
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

(い より大野口橋べ三%道 )

(猿 が 清 水 )



奈
良
正
倉
院
展

見
学
記

須

甲

甚

一

導
か
れ
と
も
に
歩
み
て
人
の
世
の

誠
の
み
ち
に
あ
う
ぞ
う
れ
し
き

昨
年
の
一
〇
月
三
一
日
の
早
朝
、
私

た
ち
は
二
台
の
パ
ス
に
乗
っ
て
、
正
倉

院
展
見
学
の
一
日
旅
行
に
出
た
。
す
．へ

て
事
務
局
の
先
生
方
の
お
世
話
て
な
り

諸
先
生

。
諸
先
輩
と
ご

一
緒
さ
せ
て
い

た
だ
ね
て
大
和
路
さ
し
て
車
を
走
ら
せ

た
。
そ
の
日
の
浄
き
思
い
出
は
恐
ら
く

生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
車
中

で
河
合
先
生
か
ら
奈
良
文
化
に
つ
い
て

懇
切
な
御
説
明
を
い
た
だ
き
、
み
ん
な

の
心
は
早
く
も
奈
良
の
古
都
へ
と
走
り

御
説
明
が
終
る
と
車
中
は
拍
手
で
一
ぱ

い
で
あ
っ
た
。
正
午
過
ぎ
奈
良
に
着
き

若
草
の
麓
の
茶
屋
で
昼
食
を
と
っ
た
。

そ
の
ひ
と
と
き
の
楽
し
さ
も
ま
た
格
別
、

古
代
文
化
を
心
に
描
き
な
が
ら
国
立
博

物
館
に
向
っ
た
。
全
国
か
ら
寄
り
集
う

老
若
男
女
、
互
い
に
思
い
は
同
じ
古
代

日
本
の
姿
に
触
れ
る
喜
び
と
期
待
に
胸

を
は
ず
ま
せ
て
い
る
。
優
雅
な
正
倉
院

の
香
り
が
漂
よ
う
会
場
に
入
っ
て
押
し

合
う
人
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ

に
心
し
て
観
賞
す
る
人
々
こ
そ
古
代
大

）

和
の
文
化
を
慕
う
日
本
人
の
美
し
い
姿

で
あ
る
と
思
っ
て
、
河
合
先
生
の
御
説

明
を
思
い
出
し
な
が
ら
日
前
に
陳
列
さ

れ
た
貴
重
な
作
品
に
見
と
れ
た
。
漫
背

鏡

・
千
人
花
虫
八
角
鏡

。
平
螺
錮
背
円

鏡

。
そ
の
か
が
や
き
、
琥
珀
の
細
工
に

花
鳥
を
彩
る
優
美
さ
は
、
世
界
的
な
文

化
の
高
さ
を
示
す
も
の
だ
。　
習
雲
り
な

き
鏡
に
写
す
わ
が
心
」
と
読
ん
で
静
か

に
目
を
閉
じ
つ
つ
、
紫
檀
槽
の
琵
琶
を

奏
で
た
古
人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
と

自
分
も
ま
た
古
人
と
な
っ
て
詩
を
吟
じ

て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

恐
れ
多
い
話
だ
が
、
天
皇

・
皇
后
両
陛

下
も
こ
の
琵
琶
を
卸
局
覧
に
な
り
、
観

賞
な
さ
れ
た
と
聞
く
。
定
め
し
皇
祖
の

音
を
親
し
く
偲
ば
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

鳥
毛
立
女
屏
風
の
美
、
古
代
婦
人
の

髪
形

・
顔
の
化
粧
な
ど
見
る
か
ら
に
菩

薩
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
生
々
と

し
た
表
情

。
眉
・
口
紅
の
や
さ
し
さ
に

心
を
引
か
れ
る
。
昇
風
は
遠
く
印
度
に

発
し
ペ
ル
シ
ア
を
経
て
伝
来
し
た
も
の

で
東
洋
古
代
文
化
の
面
影
を
偲
ば
す
と

聞
く
。
垢
職
不

・
漆
塗
の
器
類

・
金
銅

八
曲
長
杯
か
ら
御
袈
裟
箱
な
ど
中
国
伝

来
の
美
術
、
東
洋
古
代
文
化
の
粋
を
集

め
た
奈
良
の
文
化
は
今
も
な
か
、
諸
人

の
心
に
夢
と
喜
び
を
与
え
て
く
れ
る
。

こ
と
に
印
象
深
い
の
は
塑
像
の
仏
様
で

漆
を
何
回
と
な
く
塗
り
重
ね
た
末
、
人

々
が
仰
拝
す
る
気
高
い
姿
と
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
石
仏

・
土
仏

・
金
銅
仏

・

木
仏
な
ど
慈
悲
深
い
諸
仏
の
お
姿
は
永

遠
に
変
る
こ
と
の
な
い
如
来
の
御
教
え

を
我
々
に
説
い
て
い
る
。
あ
ゝ
こ
の
日

の
思
い
出
は
清
ぐ
深
い
感
銘
を
心
に
刻

み
つ
け
て
く
れ
た
。
私
達
は
今
活
眼
を

開
い
て
日
本
文
化
の
伝
説
と
こ
れ
を
創

造
し
た
祖
先
の
偉
大
な
精
神
に
学
ん
で

御
仏
の
悲
願
に
応
え
さ
せ
て
頂
き
た
い

と
思
う
。　
一
日
の
見
学
を
終
っ
て
帰
途

に
つ
き
、
車
中
で
聞
ぐ
野
田
会
長
さ
ん

の
挨
拶
も
は
な
え
ま
し
く
、
一
同
大
和

路
の
名
残
を
惜
し
ん
だ
。

思
い
出
ず
る
奈
良
の
都
の
夕
暮
に

妻
恋
う
鹿
の
声
の
や
さ
し
さ

）

大
和
村
文
化
財
雑
記
（
五
四
年
中
）

二
月

一
一
日
―

一
二
日

・
村
内
城
跡
調
査

東
海
古
城
研
究
会
副
会
長
林
春
樹
氏

指
導
の
下
に
、
村
文
化
財
保
護
審
議
会

員
・
村
史
編
集
一奢
貝
に
お
い
て
、
村
内

城
跡
を
調
査
し
、
篠
脇
山
麓
に
は
、
東

氏
居
館
跡
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
指
摘
さ
れ
た
。
松
尾
城
跡
付
近
の
構

え
、
木
越
城
跡
に
竪
堀
外
立
派
な
遺
構

の
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。

三
月
七
日

ｏ
名
皿
部
沢
池
調
査

湿
原
植
物
生
育
地
で
あ
る
名
皿
部
久

仙
の
沢
池
の
区
域
面
積
を
村
文
化
財
審

議
委
員
に
お
い
て
地
元
有
代
喜
平
氏
の

案
内
に
て
調
査
す
る
。

四
月
一
二
日

・
福
田
古
墳
出
土
品
管
理
を
村
教
育
委

口暴
パ
ヘ

昭
和
三
〇
年
出
土
以
来
、
保
存
管
理

を
続
け
て
か
ら
れ
た
田
中
善
児
氏
よ
り

申
し
出
が
あ
っ
て
、
村
教
育
一奢
員
会
で

管
理
す
る
こ
と
と
な
り
、
村
民
セ
ン
タ

ー
三
階
に
展
示
し
た
。

六
月

一
五
日

・
天
然
記
念
物
三
件
県
指
定
と
な
る

明
建
神
社
の
社
叢
、
日
神
路
白
山
神

社
の
六
本
ヒ
ノ
キ
お
よ
び
、
下
栗
巣
の

領
家
の
モ
ミ
ジ
が
岐
阜
県
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
た
。

六
月
二
八
日

・
篠
脇
山
麓
で
陶
磁
器
片
出
土

ほ
場
整
備
工
事
現
場
に
お
い
て
、
東

氏
居
館
跡
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
多

数
の
陶
磁
器
の
破
片
が
出
土
し
た
の
で

と
り
あ
え
ず
工
事
を
中
止
し
て
も
ら
い

翌
二
九
日
と
七
月
一
日
に
調
査
し
た
。

出
土
品
の
中
に
は
、
中
国
の
宋
代
に
焼

か
れ
た
青
磁

皇
日
白
磁

・
白
磁
の
破
片

や
、
天
目
茶
碗
の
破
片
も
ま
し
っ
て
い

て
、
東
氏
文
化
の
高
さ
が
想
わ
れ
た
。

七
月
五
日

・
県
文
化
課
か
ら
篠
脇
山
麓
調
査
に
来

村県
文
化
課
羽
田
野
主
事
来
村
、
篠
脇

山
麓
を
調
査
さ
れ
、
東
氏
居
館
跡
に
違

い
な
い
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
日
各
新
聞
記
者
も
現
地
へ
取
材
に
来

て
羽
田
野
主
事
の
説
明
を
聞
い
て
ゆ
く
。

七
月
二
〇
日

ｏ
領
家
の
モ
ミ
ジ
調
査

村
指
定
天
然
記
念
物

「領
家
の
モ
ミ

ジ
」
の
枝
の
一
部
が
枯
死
し
た
の
で
、

そ
の
保
護
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
文
化
財

保
護
審
議
委
員
堀
武
義
氏
指
導
の
下
に

村
文
化
財
保
護
審
議
委
員
に
お
い
て
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
畑
の
通
路
を
造
る
た

め
に
木
の
南
方
の
土
が
削
り
取
ら
れ
、

金
尖

―
ジ
ヘ
２
つ
く
）

(正倉院展見学 )
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池

田

　

弘

円
空
仏

童
等
が
水
浴
の
浮
木
に
せ
し
と
云

，
円

空
仏
は
笑
み
て
ま
し
ま
す

モ
ナ
リ
ザ
の
微
笑
に
似
た
る
笑
も
ち
て

円
空
仏
は
荒
き
な
た
彫
り

経
唱
え
仏
を
き
ざ
む
円
空
の
深
き
ま
な

ざ
し
こ
こ
に
見
る
ご
と

石

神

発

生

南
宮
神
社
の
も
み
じ

蒲

幾

鋼

鵠

従

は
く

経

広
ご
り
し
枝
下
に
涼
と
る
農
繁
の
人
ら

に
一
時
団
楽
供
せ
り

神
々
の
坐
せ
る
宮
森
神
杉
を
分
け
て
錦

の
紅
葉
映
ゆ
る
も

人
影
の
絶
え
し
黒
田
に
風
吹
か
ば
散
れ

時
う
つ
り
人
は
か
わ
り
て
通
り
行
く
鳥

居
の
杉
は
見
守
り
た
も
う

大
神
楽
帰
り
の
曲
に
合
わ
せ
舞
い
獅
子

は
行
き
つ
つ
も
ど
り
つ
つ
ゆ
ぐ

村

井

正

蔵

松
尾
城
跡

い
く
と
せ
の
我
が
故
里
を
語
り
つ
ぎ
松

尾
城
跡
は
今
日
も
暮
れ
ゆ
ぐ

っ
わ
も
の
ら
血
を
流
し
た
る
城
跡
に
建

て
し
標
桂
夕
日
に
自
し

加
藤
先
生
頌
徳
碑
の
建
立
に
想
う

い
¨

こ 平
『

永と人
知
ゆ
辞
繊
硫
じ
っ
っ
慈
愛

人
々
の
想
い
か
な
い
て
い
ま
こ
こ
に
加

藤
翁
の
碑
は
建
ち
に
け
り

中
鞣
雌

有

代

い

せ

春
浅
し
五
重
の
塔
の
影
沈
む

妙
見
宮
老
幹
の
花
ま
ば
ら
咲
き

三
日
坂
母
の
足
跡
蕗
の
菫井

俣

初

枝

祀
ら
れ
し
東
氏
偽
提
だ
の
芽
吹
く

ぜ
ん
ま
い
の
影
け
城
跡
や
松
の
風

本
の
芽
雨
ふ
る
明
る
さ
の
城
跡
か
な

）

観
世
音
　
　
　
河

合

芳

江

蕗
萌
ゆ
る
せ
せ
ら
ぎ
聞
き
て
不
動
尊

蒼
み
ど
り
暗
き
社
叢
に
蝉
時
雨

惚
れ
惚
れ
と
仰
ぐ
観
音
萩
こ
ほ
る

観
音
の
澄
み
し
瞳
や
紅
葉
散
る

冬
冷
え
の
心
温
た
む
仏
か
な

寛

　

明

代

篠
脇
の
裾
な
だ
ら
か
に
梅
咲
け
る

篠
脇
の
湧
井
に
夢
を
遊
ば
せ
て

わ
ら
び
摘
む
下
り
て
阿
千
葉
を
振
り
返

つ
れ
づ
れ
に
登
り
し
阿
千
葉
小
春
か
な

百
年
の
樹
齢
っ
つ
し
な
お
美
し

下
広
す
ゑ
乃

俳
額
の
文
字

，
す
れ
た
る
春
社

馬
場
跡
の
桜
並
木
の
夕
明
り

こ
ん
こ
ん
と
殿
様
清
水
春
浅
じ

尊
星
院
木
も
れ
陽
の
ぞ
く
春
の
雪

桑

田

和

子

ひ
し
め
き
て
阿
千
葉
城
跡
の
芽
吹
ぐ
木

々旅
鞄
肩
に
城
跡
の
わ
ら
び
摘
む

耕
す
や
阿
千
葉
城
跡
を
仰
ぎ
見
つ

有

代

喜

平

陶
の
窯
文
化
の
流
れ
涅
槃
西
風

狛
犬
の
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
春
の
風

有
代
信
濁
子

居
館
跡
雪
の
凝
り
た
る
猫
柳

春
め
き
て
素
足
に
馴
染
む
祠
み
ち

山
下
る
早
春
の
風
墓
石
群

将
門
の
梅
散
り
果
て
し
青
梅
宿

黒
岩
き
く
ゑ

移
り
気
な
日
が
ふ
り
こ
は
す
春
の
雪

行
き
つ
ま
り
つ
つ
春
泥
の
道
遠
し

古
城
跡
の
東
氏
の
歌
碑
に
風
か
か
る

花
並
木
来
て
薬
師
寺
の
七
鈴
鏡

伝
承
の
神
事
が
す
す
む
夏
祭
り

（
五
ペ
ー
ジ
よ
り
つ
づ
き
）

太
根
も
切
り
取
ら
れ
た
か
ら
だ
と
指
摘

さ
れ
た
の
で
、
そ
こ
へ
土
を
入
れ
て
保

護
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

八
月
七
日

・
東
胤
駿
氏
が

「
七
日
祭
り
」
に
参
詣

篠
脇
城
主
東
氏
の
末
裔
、
元
子
爵
東

胤
駿
氏
は
祖
先
の
守
護
神
で
あ
っ
た
明

建
神
社
に
詣
で
、
県
指
定
無
形
民
俗
文

化
財
で
あ
る

「
七
日
祭
り
」
に
参
詣
さ

れ
た
。
因
に
、
同
日
千
葉
県
武
射
史
学

会
事
務
局
長
伊
藤

一
男
氏
も
参
詣
さ
れ

た
。

一
〇
月
二
〇
日

・
大
間
見
白
山
神
社
の
ト
ネ
リ
コ
倒
覆

村
指
定
天
然
記
念
物

「
白
山
神
社
の

）

ト
ネ
リ
コ
」
が
、
台
風

一
六
号
に
て
倒

覆
し
た
旨
管
理
者
か
ら
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
野
田
会
長
と
と
も
に
現
地
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
根
元
よ
り
九
ｍ
位
の
と

こ
ろ
に
て
折
れ
北
方
へ
倒
れ
て
い
た
。

一
一
月
四
日

・
尊
星
王
院
の
碑
建
つ

東
氏
の
守
護
神
妙
見
社
の
別
当
寺
で

あ
っ
た
尊
星
王
院
の
跡
と
い
わ
れ
て
い

る
地
か
ら
出
土
し
た
四
耳
壺

（
村
指
定

重
要
文
化
財
）
の
中
に
あ
っ
た
人
骨
を

納
め
て
、
右
ゆ
か
り
の
地
明
建
神
社
の

傍
ら
に

「尊
星
王
院
之
碑
」
が
建
て
ら

れ
、
一
一
月
四
日
盛
大
に
除
幕
式
が
行

な
わ
れ
た
。
こ
の
碑
の
題
字
は
東
胤
駿

氏
の
書
で
あ
り
、
当
日
は
氏
も
出
席
さ

れ
た
。

一
二
月
六
日

・
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
に
て
開
催
の

「

猿
投
窯
の
流
れ
展
」
に
福
田
古
墳
出
土

品
の
出
品
方
依
頼
あ
り
、
一
一
点
を
貸

し
出
す
。

一
二
月
九
日

・
松
尾
城
跡
の
碑
建
つ

村
指
定
史
跡
松
尾
城
跡

（
日
大
間
見

字
城
山
）
に
同
城
跡
保
存
会
の
骨
折
り

で
、
松
尾
城
跡
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

碑
の
題
字
は
本
村
出
身
の
書
家
野
田
白

都
氏
の
筆
で
、
同
日
盛
大
に
除
幕
式
が

行
な
わ
れ
た
。
　
　
　
（
土
松
記
）

無
』」鐸
孵
Я
窯
る
舞

附
だ
に
い
や
重しけ
れ
義松

井

京

ニ

正
神
路
に
て

首
に
か
ざ
り
腰
に
直
刀
こ
の
路
を
七
代

の
宮
居
に
詣
で
た
ま
い
し



昭
和

五

四
年
度

事

業

報

告

四
月
二
一
日

ｏ
支
部
総
会

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
四
二
名
出
席

昭
和
五
三
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収

支
決
算
承
認
、
昭
和
五
四
年
度
事
業

計
画
お
よ
び
収
支
予
算
承
認
、
規
約

の
一
部
改
正
、
役
員
選
出

〔注
〕
本
総
会
に
お
い
て

「岐
阜
県

文
化
財
保
護
協
会
大
和
村
寺
藪
ど

を

「大
和
村
文
化
財
保
護
協
△
こ

と
改

称
す
る
こ
と
に
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

ｏ
記
念
講
演

「郡
上
の
祭
り
、
明
建
神
社
の
七

日
祭
り
を
中
心
と
し
て
」
日
置
弥
三

郎
先
生

五
月
二
〇
日

ｏ
現
地
研
修

岐
阜
県
博
物
館
特
別
展

「濃
飛
の

先
史
時
代
―
縄
文
土
器
と
神
秘
」
見

学
お
よ
び
、
関
市
文
化
会
館
、
新
長

谷
寺
、
善
光
寺
等
を
見
学

参
加
者

高
橋
明
、
小
池
久
江
、
野
田
直
治
、

野
田
茂
、
青
木
新
三
、
村
井
正
蔵
、

池
田
弘
、
清
水
作
衛
、
小
野
江
選
量

坪
井
真
澄
、
坪
井
庄
市
、
河
合
恒
、

）

土
松
新
逸
、
木
島
泉
、
鷲
見
鈴
子
、

日
中
ま
さ
を
、
鷲
見
か
と
、
松
井
直

井
口
一
雄
、
鷲
見
ゆ
き
、
清
水
貞
子

清
水
美
佐
子
、
清
水
幸
江
、
前
田
孝

岩
谷
ま
す
の
、
有
代
喜
平
、
尾
藤
由

有
代
信
吾
、
有
代
い
せ
、
下
広
茂

一

下
広
す
ゑ
の
、
永
谷
広
、
森
藤
幸
、

此
島
広
、
須
甲
甚

一
、
山
田
長
次
、

若
山
清
、
山
田
昌
枝
、
松
井
京
二
、

婦
人
会
よ
り
特
別
参
加
四
四
名

六
月
五
日

ｏ
県
本
部
総
会

本
会
よ
り
野
田
直
治
、
有
代
信
吾

土
松
新
逸
の
三
名
出
席

六
月
二
七
日

ｏ
役
員
会

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
一
一名
出
席

村
内
文
化
財
現
地
研
修
に
つ
い
て

入
月
五
日

ｏ
現
地
研
修

村
内
文
化
財

（
天
然
記
念
物
）
の

見
学

参
加
者

一局
橋
明
、
河
合
俊
次
、
河
合
芳
江
、

田
中
裕
、
野
田
直
治
、
清
水
作
衛
、

河
合
恒
、
日
置
繁
、
小
野
江
選
量
、

池
田
弘
、
小
池
八
重
子
、
坪
井
庄
市

松
井
直
、
井
口
一
男
、
佐
藤
秀
夫
、

古
田
忠
、
畑
中
浄
園
、
稲
葉
春
吉
、

森
助
二
、
黒
岩
さ
ぐ
ゑ
、
土
松
新
逸

鷲
見
お
と
、
鷲
見
ゆ
き
、
大
場
賢

一

島
崎
英
二
、
田
代
俊
雄
、
前
田
孝
、

加
藤

一
男
、
日
置
元
衛
、
粥
川
溜
、

松
井
京
二
、
細
川
優
、
森
み
ね
子
、

有
代
喜
平
、
有
代
信
吾
、
有
代
い
せ

森
藤
幸
、
此
島
広
、
山
田
長
次
、
山

田
昌
枝
、
山
田
良
、
山
田
良

一

九
月
二
〇
日

ｏ
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
二
号
発

行
、
会
員
お
よ
び
関
係
機
関
へ
配
付

一
〇
ュ

ニ
日

○
省
員
会

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
二
名
出
席

東
氏
居
館
跡
に
つ
い
て

現
地
研
修

「
正
倉
院
展
」
見
学
に
つ

い
て

一
Ｑ

曇

二

日

ｏ
現
地
研
修

奈
良
博
物
館
に
お
け
る
特
別
展

「
正
倉
院
展
」
を
見
学

参
加
者

有
代
喜
平
、
有
代
信
吾
、
有
代
い
せ

岩
谷
と
し
子
、
粥
川
溜
、
河
合
俊
次

河
合
芳
江
、
木
島
泉
、
木
島
観

一
、

木
島
三
郎
、
本
轟
汗
女
、
桑
田
渥
美

小
池
久
江
、
此
島
広
、
清
水
の
り
子

清
水
幸
江
、
下
広
す
ゑ
の
、
下
広
茂

一
、
須
甲
甚

一
、
鷲
見
か
と
、
鷲
見

鈴
子
、
高
橋
明
、
日
中
ま
さ
を
、
土

松
新
逸
、
永
谷
広
、
野
田
直
治
、
畑

）

中
清
子
、
畑
中
浄
園
、
日
置
貞

一
、

日
置
智
夫
、
日
置
元
衛
、
尾
藤
由
、

松
井
直
、
森
藤
幸
、
山
田
良

一
、
若

山
清
、
外
に
八
幡
町
よ
り
二
名
、
一局

鷲
村
よ
り
四
名
、
美
並
村
よ
り

一
名

参
加

一
月
二
八
日

ｏ
役
員
会

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
六
名
出
席

「猿
投
窯
の
流
れ
屋

と

「
日
居

見
学
に
つ
い
て

二
月
二
日

ｏ
臨
時
現
地
研
修

愛
知
県
陶
磁
資
料
館
に
か
け
る

「猿
投
窯
の
流
れ
展
」
お
よ
び
愛
知

県
美
術
館
に
お
け
る

「
日
展
」
見
学

参
加
者

高
橋
義

一
、
高
橋
明
、
小
池
久
江
、

河
合
俊
次
、
河
合
恒
、
野
田
直
治
、

青
木
新
三
、
村
井
正
蔵
、
日
置
繁
、

大
野
隆
成
、
池
田
弘
、
山
下
直
美
、

小
池
八
重
子
、
松
井
隆
、
松
井
直
、

坪
井
政
夫
、
井
口
一
夫
、
井
俣
初
枝

稲
葉
春
吉
、
黒
岩
き
く
ゑ
、
木
島
泉

士
松
新
逸
、
鷲
見
お
と
、
大
場
賢

一

直
井
す
ゞ
江
、
矢
野
原
幸
子
、
清
水

美
佐
子
、
尾
藤
元
子
、
岩
谷
ま
す
の

旧
置
元
衛
、
森
み
ね
子
、
有
代
喜
平

有
代
信
吾
、
下
広
茂

一
、
森
藤
幸
、

須
甲
甚

一
、
山
田
長
次
、
山
田
昌
枝

森
数
雄
、
山
田
良

一
、
松
井
京
二
、

佐
藤
と
き
子
（
特
別
参
加
）

二
月
二
二
日

ｏ
文
化
財
審
議
委
員
と
役
員
の
合
同
研

修
名
古
屋
市
博
物
館
に
か
け
る
特
別

展

「東
海
の
古
墳
時
代
」
を
見
学

参
加
者

野
田
直
治
、
森
藤
幸
、
土
松
新
逸
、

基
島
広
、
一局
橋
明
、
松
井
直
、
有
代

喜
平

（
有
代
信
吾
代
）
、
田
中
裕
、

高
橋
義

一
、
佐
藤
と
き
子
（
特
別
参

加
）

∬
∬
∬
∬
∬
∬
∬
∬
∬
∬
″
∬
∬
″
″

新

会

員

紹

介

桑
田
　
渥
美
　
万
場
　
電
話
二
四
四
六

次

号

原

稿

募

集

　
　

　

一

三
見
学
記
　
　
　
八
〇
〇
字
程
度

一

二
、見
学
主
材
短
歌

一二
―
五
首

俳
句
　
一二
―
五
句

三
、原
稿
〆
切
　
五
五
年
八
月
末
日

発
刊
予
定
　
″
　
　
九
月
末
日

宛
先
　
　
大
和
村
文
化
財
保
護

協
会
事
務
所
（
教
育

委
員
会
内
）
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事

業

計

画

一、
会

議

ｏ
総
会
の
開
催
　
　
　
　
四
月
一
九
日

ｏ
役
員
会
の
開
催
　
四
、
六
、
九
、
一

三
の
各
月
か
よ
び
臨
時
会

ｏ
常
任
奢
員
会

　

随
時

二
、　
見
学
お
よ
び
研
修
会

ｏ
文
化
財
に
関
す
る
講
演
会四

月
一
九
日

〇
現
地
研
修

（見
学
）
の
実
施

朝
倉
館
の
見
学
　
　
五
月
上
旬

村
内
文
化
財

（
無
形
民
俗
）
見
学

八
月
七
日

正
倉
院
展
見
学
　
　
一
一
月

本
部
主
催
研
修
事
業
に
参
加

そ
の
他
臨
時
文
化
財
見
学

三
、　
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
の
発
行

Ｂ
５
版
八
ペ
ー
ジ
　
一
一回

各
三
〇
０
部
　
　
　
九
月
、
三
月

四
、
文
化
財
保
護
調
査
に
協
力

ｏ
東
氏
居
館
跡
発
掘
調
査

○
そ
の
他

収入の部

目科 決  算  額

金
費
費
金
入

一　降助収計

前
会
特
補
諸

１

２

６

４

５

2561
84,750

470,100
50,00o
4,286

618,664

文
化
財
の
愛
護
者
に

ご
参
加
下
さ
い

ｏ
文
化
財
は
、
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た

大
切
な
公
共
の
財
産
で
す
。
わ
た
く

し
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
、

数
々
の
文
化
財
を
み
ん
な
の
力
で
護

っ
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

ｏ
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会
が
発
足
し

て
か
ら
四
年
目
を
む
か
え
ま
し
た
。

こ
の
際
多
く
の
方
々
に
会
員
と
な
っ

て
い
た
だ
い
て
、
本
会
の
発
展
を
期

し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ｏ
会
員
の
特
典
と
し
て

・
保
護
協
会
本
部
発
行
の

「濃
飛
の

文
化
財
」

（
年
二
回
）
お
よ
び
特

¨
集

「文
化
財
美
濃
２
飛
騨
一
を
お

届
け
し
ま
す
。

・
本
会
の
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」

（
年
二
回
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
県
本
部
主
催
の
見
学
会

・
講
演
会

研
究
会
に
参
加
で
き
ま
す
。

・
本
会
主
催
の
文
化
財
の
見
学
そ
の

他
の
研
究
会

。
講
演
会

・
文
化
財

め
ぐ
り
等
に
参
加
で
き
ま
す
。

ｏ
会
員
に
な
る
に
は
、
年
額

一
五
〇
〇

円
を
そ
え
て
、
事
務
局

（
大
和
村
教

育
委
員
会
内
）
ま
た
は
、
地
区
の
理

事
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

代
表
者
／
野
田
吉
＾

Ｊ

印
刷
者
／
石
田
百
子

≡
編
集

後

記

〓

▼
い
つ
ま
で
も
寒
さ
が
つ
づ
い
て
い
た

こ
の
春
も
よ
う
や
く
春
ら
し
く
な
り
ま

し
た
。
鶯
の
声
が
朝
の
部
屋
へ
聞
こ
え

て
き
ま
す
。

▼
会
報
第
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本

年
度
も
い
ろ
い
ろ
の
行
事
が
、
多
く
の

会
員
各
位
の
ご
参
加
を
得
て
と
ど
こ
お

り
な
く
実
行
さ
れ
、
ご
同
慶
に
た
え
ま

せ
ん
。
今
後
も
よ
り
多
く
の
ご
参
加
を

得
て
、
み
の
り
の
多
い
も
の
に
し
た
い

と
祈
念
し
ま
す
。

▼
見
学
記
が
今
回
は
予
定
ど
お
り
集
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
短
歌
や
俳
句
を

寄
せ
て
下
さ
っ
て
内
容
を
豊
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
寄
稿
し
て
下
さ

っ
た
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
今
年
は
こ
ぶ
し
の
花
が
さ
れ
い
に
咲

き
、
豊
年
が
期
待
で
き
る
ょ
っ
で
す
。

文
化
的
に
も
豊
か
な
年
で
あ
る
よ
う
に

祈
り
ま
す
。

▼
昨
年
六
月
篠
脇
山
麓
に
東
氏
居
館
跡

と
思
わ
れ
る
も
の
が
わ
か
り
、
今
年
度

か
ら
発
掘
調
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
が
、
東
氏
文
化
を
調
査
す
る
た
め

に
こ
の
発
掘
調
査
は
大
事
な
こ
と
と
思

い
ま
す
。
△
台
貝
各
位
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
た
い
も
の
で
す
。
（
土
松
記
）

昭和 55年度予算 (案 )昭和 54年度会計報告

「文
化
財
や
ま
と

第
四
号

昭
和
五
五
年
二
「　
）
一
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会

収入の部

目科 本年度予算額

金
費
費
金
入

一
　
降
助
収

計

前
会
特
補
諸

１

２

６

４

５

４

０

０

０

６

０

４

０

０

０

５

０

５

０

０

０

４

０

５
，

１
，
０
，
０
，
１

，
８

，

７

５

５

　

７

支出の部
０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

５

５

０

０

０
，
０
，
０
，
２
，
２
，
０
，
８
，
４
，
４
，
Ｚ

５
，
１
，
１
，
８
，

５

２

６

６

７

６

　

　

　

８

８

　

　

７

費
＞
＞
費
＞
＞
費
＞
＞
金
＞
ウ
費

費
費
　
費
費
　
費
費
　
分
分

一時時一̈̈
一̈̈
一時中『計

支出の部

会  議  費
(総 会 費 )

(役 員 会 費 )

事  業  費
(研 修 費 )

(会報発行費 )

需  要  費
(負 担 金 )

(消 耗 品 費 )

(通信運搬費 )

予  備  費
計

５

５

０

７

７

０

０

０

０

０

０

２

５

４

１

９

９

０

０

５

５

０

６

１

２

６
，
３

８
，
８
，
０
，
９

１
，
乱

４
，
５
，
こ

ろ

　

６

５

０

５

　

　

　

　

　

１

差引 (来年度繰越金 ) 5,544
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